
1　死因究明等推進基本法（令和元年法律第33号）
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附則
第一章　総則

（目的）
第一条　この法律は、死因究明等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共
団体等の責務を明らかにし、死因究明等に関する施策の基本となる事項を定め、並びに
死因究明等に関する施策に関する推進計画の策定について定めるとともに、死因究明等
推進本部を設置すること等により、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進
し、もって安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個人の尊厳が保持される社
会の実現に寄与することを目的とする。
（定義）

第二条　この法律において「死因究明」とは、死亡に係る診断若しくは死体（妊娠四月以
上の死胎を含む。以下同じ。）の検案若しくは解剖又はその検視その他の方法によりそ
の死亡の原因、推定年月日時及び場所等を明らかにすることをいう。
2　この法律において「身元確認」とは、死体の身元を明らかにすることをいう。
3　この法律において「死因究明等」とは、死因究明及び身元確認をいう。
（基本理念）

第三条　死因究明等の推進は、次に掲げる死因究明等に関する基本的認識の下に、死因究
明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、死因究明等の到達すべき水準を目
指し、死因究明等に関する施策について達成すべき目標を定めて、行われるものとする。
一　死因究明が死者の生存していた最後の時点における状況を明らかにするものである
ことに鑑み、死者及びその遺族等の権利利益を踏まえてこれを適切に行うことが、生
命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであること。

二　死因究明の適切な実施が、遺族等の理解を得ること等を通じて人の死亡に起因する
紛争を未然に防止し得るものであること。

三　身元確認の適切な実施が、遺族等に死亡の事実を知らせること等を通じて生命の尊
重と個人の尊厳の保持につながるものであるとともに、国民生活の安定及び公共の秩
序の維持に資するものであること。

78 死因究明等推進白書  2023



四　死因究明等が、医学、歯学等に関する専門的科学的知見に基づいて、診療において
得られた情報も活用しつつ、客観的かつ中立公正に行われなければならないものであ
ること。

2　死因究明の推進は、高齢化の進展、子どもを取り巻く環境の変化等の社会情勢の変化
を踏まえつつ、死因究明により得られた知見が疾病の予防及び治療をはじめとする公衆
衛生の向上及び増進に資する情報として広く活用されることとなるよう、行われるもの
とする。
3　死因究明の推進は、災害、事故、犯罪、虐待その他の市民生活に危害を及ぼす事象が
発生した場合における死因究明がその被害の拡大及び予防可能な死亡である場合におけ
る再発の防止その他適切な措置の実施に寄与することとなるよう、行われるものとする。
（国の責務）

第四条　国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、死因究明等に
関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
（地方公共団体の責務）

第五条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、死因究明等に関する施策に関し、国との
適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及
び実施する責務を有する。
（大学の責務）

第六条　大学は、基本理念にのっとり、大学における死因究明等に関する人材の育成及び
研究を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。
（連携協力）

第七条　国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の死因究
明等に関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を
図りながら協力しなければならない。
（法制上の措置等）

第八条　政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他
の措置を講じなければならない。
（年次報告）

第九条　政府は、毎年、国会に、政府が講じた死因究明等に関する施策について報告しな
ければならない。
第二章　基本的施策

（死因究明等に係る人材の育成等）
第十条　国及び地方公共団体は、死因究明等に関する専門的知識を有する人材を確保する
ことができるよう、医師、歯科医師等の養成課程における死因究明等に関する教育の充
実、死因究明等に係る医師、歯科医師等に対する研修その他の死因究明等に係る医師、
歯科医師等の人材の育成及び資質の向上並びにその適切な処遇の確保に必要な施策を講
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ずるものとする。
2　国及び地方公共団体は、警察等（警察その他その職員が司法警察職員として死体の取
扱いに関する業務を行う機関をいう。以下同じ。）における死因究明等が正確かつ適切
に行われるよう、死因究明等に係る業務に従事する警察官、海上保安官及び海上保安官
補等の人材の育成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
（死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備）

第十一条　国及び地方公共団体は、死因究明等に関する専門的教育を受けた人材の確保及
び研究の蓄積が精度の高い死因究明等の実施にとって不可欠であることに鑑み、大学等
における死因究明等に関する教育研究施設の整備及び充実その他の死因究明等に関する
教育及び研究の拠点の整備に必要な施策を講ずるものとする。
（死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備）

第十二条　国及び地方公共団体は、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われる
よう、相互に連携を図りながら協力しつつ、法医学、歯科法医学等に関する知見を活用
して死因究明等を行う専門的な機関を全国的に整備するために必要な施策を講ずるもの
とする。
（警察等における死因究明等の実施体制の充実）

第十三条　国及び地方公共団体は、警察等における死因究明等が正確かつ適切に行われる
よう、警察等における死体に係る捜査、検視、死因及び身元を明らかにするための調査
等の実施体制の充実に必要な施策を講ずるものとする。
（死体の検案及び解剖等の実施体制の充実）

第十四条　国及び地方公共団体は、医師等による死体の解剖が死因究明を行うための方法
として最も有効な方法であることを踏まえつつ、医師等が行う死因究明が正確かつ適切
に行われるよう、医師等による死体の検案及び解剖等の実施体制の充実に必要な施策を
講ずるものとする。
（死因究明のための死体の科学調査の活用）

第十五条　国及び地方公共団体は、死因究明のための死体の科学調査（死因を明らかにす
るため死体に対して行う病理学的検査、薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断（磁
気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を
撮影して死亡の原因を診断することをいう。以下この条において同じ。）その他の科学
的な調査をいう。以下この条において同じ。）の有用性に鑑み、病理学的検査並びに薬
物及び毒物に係る検査の実施体制の整備、死因究明に関係する者の間における死亡時画
像診断を活用するための連携協力体制の整備その他の死因究明のための死体の科学調査
の活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
（身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備）

第十六条　国及び地方公共団体は、身元確認のための死体の科学調査（身元を明らかにす
るため死体に対して行う遺伝子構造の検査、歯牙の調査その他の科学的な調査をいう。）
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が大規模な災害時はもとより平時においても極めて重要であることに鑑み、その充実を
図るとともに、歯科診療に関する情報の標準化の促進並びに当該標準化されたデータの
複製の作成、蓄積及び管理その他の身元確認に係るデータベースの整備に必要な施策を
講ずるものとする。
（死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進）

第十七条　国及び地方公共団体は、死因究明等に関する施策の適切な実施に資するよう、
死者及びその遺族等の権利利益に配慮しつつ、警察等、法医学に関する専門的な知識経
験を有する医師又は歯科医師、診療に従事する医師又は歯科医師、保健師、看護師その
他の医療関係者等が死因究明により得られた情報を相互に共有し、及び活用できる体制
を構築するために必要な施策を講ずるものとする。
2　国及び地方公共団体は、遺族等の心情に十分配慮しつつ、死因究明により得られた情
報を適時に、かつ、適切な方法で遺族等に説明することを促進するために必要な施策を
講ずるものとする。
（情報の適切な管理）

第十八条　国及び地方公共団体は、死者及びその遺族等の権利利益に配慮して、死因究明
等により得られた情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。
第三章　死因究明等推進計画

第十九条　政府は、死因究明等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、死因
究明等に関する施策に関する推進計画（以下「死因究明等推進計画」という。）を定め
なければならない。
2　死因究明等推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一　死因究明等の到達すべき水準、死因究明等の施策に関する大綱その他の基本的な事
項

二　死因究明等に関し講ずべき施策
三　前二号に掲げるもののほか、死因究明等に関する施策を推進するために必要な事項
3　死因究明等推進計画に定める前項第二号の施策については、原則として、当該施策の
具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
4　厚生労働大臣は、死因究明等推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
5　厚生労働大臣は、閣議の決定があったときは、遅滞なく、死因究明等推進計画を公表
しなければならない。
6　政府は、死因究明等推進計画の円滑な実施を図るため、その実施に要する経費に関し
必要な資金を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
7　政府は、死因究明等に関する施策の進捗状況等を踏まえ、三年に一回、死因究明等推
進計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
8　第四項及び第五項の規定は、死因究明等推進計画の変更について準用する。

第四章　死因究明等推進本部
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（設置及び所掌事務）
第二十条　厚生労働省に、特別の機関として、死因究明等推進本部（以下「本部」という。）
を置く。
2　本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　死因究明等推進計画の案を作成すること。
二　死因究明等に関する施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
三　前二号に掲げるもののほか、死因究明等に関する施策に関する重要事項について調
査審議するとともに、死因究明等に関する施策の実施を推進し、並びにその実施の状
況を検証し、評価し、及び監視すること。

（組織）
第二十一条　本部は、死因究明等推進本部長及び死因究明等推進本部員十人以内をもって
組織する。
（死因究明等推進本部長）

第二十二条　本部の長は、死因究明等推進本部長（以下「本部長」という。）とし、厚生
労働大臣をもって充てる。
（死因究明等推進本部員）

第二十三条　本部に、死因究明等推進本部員（以下「本部員」という。）を置く。
2　本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一　厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出により、内閣総理大
臣が指定する者

二　死因究明等に関し優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する者
3　前項第二号の本部員は、非常勤とする。
（専門委員）

第二十四条　本部に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2　専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
（幹事）

第二十五条　本部に、幹事を置き、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命
する。
2　幹事は、本部の所掌事務について、本部長及び本部員を助ける。
（資料提出の要求等）

第二十六条　本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政
機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができ
る。

2　本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定
する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
（本部の運営の在り方）
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第二十七条　本部の運営については、第二十三条第二項第二号の本部員の有する知見が積
極的に活用され、本部員の間で充実した意見交換が行われることとなるよう、配慮され
なければならない。
（事務局）

第二十八条　本部の事務を処理させるため、本部に事務局を置く。
2　事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3　事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
4　事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。
（政令への委任）

第二十九条　この章に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令
で定める。
第五章　死因究明等推進地方協議会

第三十条　地方公共団体は、その地域の状況に応じて、死因究明等を行う専門的な機関の
整備その他の死因究明等に関する施策の検討を行うとともに、当該施策の実施を推進し、
その実施の状況を検証し、及び評価するための死因究明等推進地方協議会を設けるよう
努めるものとする。
第六章　医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度

第三十一条　医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法
律で定めるところによる。
附　則　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、令和二年四月一日から施行する。
（検討）

第二条　国は、この法律の施行後三年を目途として、死因究明等により得られた情報の一
元的な集約及び管理を行う体制、子どもが死亡した場合におけるその死亡の原因に関す
る情報の収集、管理、活用等の仕組み、あるべき死因究明等に関する施策に係る行政組
織、法制度等の在り方その他のあるべき死因究明等に係る制度について検討を加えるも
のとする。

資料編

83



2　死体解剖保存法（昭和24年法律第204号）

第一条　この法律は、死体（妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。）の解剖及び保存並
びに死因調査の適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学（歯学
を含む。以下同じ。）の教育又は研究に資することを目的とする。

第二条　死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地の保健所長
の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この
限りでない。
一　死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて、厚
生労働大臣が適当と認定したものが解剖する場合

二　医学に関する大学（大学の学部を含む。以下同じ。）の解剖学、病理学又は法医学
の教授又は准教授が解剖する場合

三　第八条の規定により解剖する場合
四　刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）第百二十九条（同法第二百二十二条
第一項において準用する場合を含む。）、第百六十八条第一項又は第二百二十五条第一
項の規定により解剖する場合

五　食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第六十四条第一項又は第二項の規
定により解剖する場合

六　検疫法（昭和二十六年法律第二百一号）第十三条第二項の規定により解剖する場合
七　警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律（平成二十四年法律第
三十四号）第六条第一項（同法第十二条において準用する場合を含む。）の規定によ
り解剖する場合

2　保健所長は、公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは研究のため特に必要があると認
められる場合でなければ、前項の規定による許可を与えてはならない。
3　第一項の規定による許可に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三条　厚生労働大臣は、前条第一項第一号の認定を受けた者が左の各号の一に該当する
ときは、その認定を取り消すことができる。
一　医師又は歯科医師がその免許を取り消され、又は医業若しくは歯科医業の停止を命
ぜられたとき。

二　この法律の規定又はこの法律の規定に基く厚生労働省令の規定に違反したとき。
三　罰金以上の刑に処せられたとき。
四　認定を受けた日から五年を経過したとき。

第四条　厚生労働大臣は、第二条第一項第一号の認定又はその認定の取消を行うに当つて
は、あらかじめ、医道審議会の意見を聞かなければならない。
2　厚生労働大臣は、第二条第一項第一号の認定をしたときは、認定証明書を交付する。
3　第二条第一項第一号の認定及びその認定の取消に関して必要な事項は、政令で定める。
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第五条及び第六条　削除
第七条　死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。ただ
し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一　死亡確認後三十日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合
二　二人以上の医師（うち一人は歯科医師であつてもよい。）が診療中であつた患者が
死亡した場合において、主治の医師を含む二人以上の診療中の医師又は歯科医師がそ
の死因を明らかにするため特にその解剖の必要を認め、かつ、その遺族の所在が不明
であり、又は遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待
つていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合

三　第二条第一項第三号、第四号又は第七号に該当する場合
四　食品衛生法第六十四条第二項の規定により解剖する場合
五　検疫法第十三条第二項後段の規定に該当する場合

第八条　政令で定める地を管轄する都道府県知事は、その地域内における伝染病、中毒又
は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因
を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明
しない場合には解剖させることができる。但し、変死体又は変死の疑がある死体につい
ては、刑事訴訟法第二百二十九条の規定による検視があつた後でなければ、検案又は解
剖させることができない。
2　前項の規定による検案又は解剖は、刑事訴訟法の規定による検証又は鑑定のための解
剖を妨げるものではない。

第九条　死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない。但し、特別の事
情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び第二条
第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。

第十条　身体の正常な構造を明らかにするための解剖は、医学に関する大学において行う
ものとする。

第十一条　死体を解剖した者は、その死体について犯罪と関係のある異状があると認めた
ときは、二十四時間以内に、解剖をした地の警察署長に届け出なければならない。

第十二条　引取者のない死体については、その所在地の市町村長（特別区の区長を含むも
のとし、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指
定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。）は、医学に関する大学の長（以
下「学校長」という。）から医学の教育又は研究のため交付の要求があつたときは、そ
の死亡確認後、これを交付することができる。

第十三条　市町村長は、前条の規定により死体の交付をしたときは、学校長に死体交付証
明書を交付しなければならない。
2　前項の規定による死体交付証明書の交付があつたときは、学校長の行う埋葬又は火葬
については、墓地、埋葬等に関する法律（昭和二十三年法律第四十八号）第五条第一項
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の規定による許可があつたものとみなし、死体交付証明書は、同法第八条の規定による
埋葬許可証又は火葬許可証とみなす。

第十四条　第十二条の規定により死体の交付を受けた学校長は、死亡の確認後三十日以内
に引取者から引渡の要求があつたときは、その死体を引き渡さなければならない。

第十五条　前条に規定する期間を経過した後においても、死者の相続人その他死者と相当
の関係のある引取者から引渡の要求があつたときは、その死体の全部又は一部を引き渡
さなければならない。但し、その死体が特に得がたいものである場合において、医学の
教育又は研究のためその保存を必要とするときは、この限りでない。

第十六条　第十二条の規定により交付する死体についても、行旅病人及行旅死亡人取扱法
（明治三十二年法律第九十三号）に規定する市町村は、遅滞なく、同法所定の手続（第
七条の規定による埋火葬を除く。）を行わなければならない。

第十七条　医学に関する大学又は医療法（昭和二十三年法律第二百五号）の規定による地
域医療支援病院、特定機能病院若しくは臨床研究中核病院の長は、医学の教育又は研究
のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保
存することができる。
2　遺族の所在が不明のとき、及び第十五条但書に該当するときは、前項の承諾を得るこ
とを要しない。

第十八条　第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育又は研究
のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体（第十二条の規定により市町村長
から交付を受けた死体を除く。）の一部を標本として保存することができる。但し、そ
の遺族から引渡の要求があつたときは、この限りでない。

第十九条　前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようと
する者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事（地域保健法（昭
和二十二年法律第百一号）第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあつては、市長
又は区長。）の許可を受けなければならない。
2　遺族の所在が不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。
第二十条　死体の解剖を行い、又はその全部若しくは一部を保存する者は、死体の取扱に
当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。

第二十一条　学校長は、第十二条の規定により交付を受けた死体については、行旅病人及
行旅死亡人取扱法第十一条及び第十三条の規定にかかわらず、その運搬に関する諸費、
埋火葬に関する諸費及び墓標費であつて、死体の交付を受ける際及びその後に要したも
のを負担しなければならない。

第二十二条　第二条第一項、第十四条又は第十五条の規定に違反した者は、六月以下の懲
役又は三万円以下の罰金に処する。

第二十三条　第九条又は第十九条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。
附　則（略）

86 死因究明等推進白書  2023



3　食品衛生法（昭和22年法律第233号）（抄）

第六十四条　都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、
器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の
同意を得て解剖に付することができる。

②　前項の場合において、その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生
に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに
通知した上で、その死体を解剖に付することができる。

③　前二項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。
④　第一項又は第二項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失わないよう
に注意しなければならない。
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4　刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）（抄）

第四十七条　訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、
公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。

第百二十九条　検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他
必要な処分をすることができる。

第百六十八条　鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人
の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体
を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。

②　裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査
すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名そ
の他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。

③　裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
④　鑑定人は、第一項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。
⑤　前三項の規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用しない。
⑥　第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一
項の規定によつてする身体の検査についてこれを準用する。

第二百二十五条　第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の
許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。

②　前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければなら
ない。

③　裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
④　第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準
用する。

第二百二十九条　変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地
方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。

②　検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
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5　検疫法（昭和26年法律第201号）（抄）

（診察及び検査）
第十三条　検疫所長は、検疫感染症につき、前条に規定する者に対する診察及び船舶等に
対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができ
る。
2　検疫所長は、前項の検査について必要があると認めるときは、死体の解剖を行い、又
は検疫官をしてこれを行わせることができる。この場合において、その死因を明らかに
するため解剖を行う必要があり、かつ、その遺族の所在が不明であるか、又は遺族が遠
隔の地に居住する等の理由により遺族の諾否が判明するのを待つていてはその解剖の目
的がほとんど達せられないことが明らかであるときは、遺族の承諾を受けることを要し
ない。
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6　警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律（平成24年法律第34号）

（目的）
第一条　この法律は、警察等（警察及び海上保安庁をいう。以下同じ。）が取り扱う死体
について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要
な事項を定めることにより、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすも
のであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置
の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和又は解消及び公衆衛生の向上に資し、
もって市民生活の安全と平穏を確保することを目的とする。
（礼意の保持）

第二条　警察官は、死体の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意しなければな
らない。
（遺族等への配慮）

第三条　警察官は、死体の取扱いに当たっては、遺族等の心身の状況、その置かれている
環境等について適切な配慮をしなければならない。
（死体発見時の調査等）

第四条　警察官は、その職務に関して、死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場
合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長にその
旨を報告しなければならない。
2　警察署長は、前項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体（犯
罪行為により死亡したと認められる死体又は変死体（変死者又は変死の疑いがある死体
をいう。次条第三項において同じ。）を除く。次項において同じ。）について、その死因
及び身元を明らかにするため、外表の調査、死体の発見された場所の調査、関係者に対
する質問等の必要な調査をしなければならない。
3　警察署長は、前項の規定による調査を実施するに当たっては、医師又は歯科医師に対
し、立会い、死体の歯牙の調査その他必要な協力を求めることができる。
（検査）

第五条　警察署長は、前条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に
係る死体（犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。）について、
その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その
必要な限度において、体内から体液を採取して行う出血状況の確認、体液又は尿を採取
して行う薬物又は毒物に係る検査、死亡時画像診断（磁気共鳴画像診断装置その他の画
像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断する
ことをいう。第十三条において同じ。）その他の政令で定める検査を実施することがで
きる。
2　前項の規定による検査は、医師に行わせるものとする。ただし、専門的知識及び技能
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を要しない検査であって政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。
3　第一項の場合において、取扱死体が変死体であるときは、刑事訴訟法（昭和二十三年
法律第百三十一号）第二百二十九条の規定による検視があった後でなければ、同項の規
定による検査を実施することができない。
（解剖）

第六条　警察署長は、取扱死体について、第三項に規定する法人又は機関に所属する医師
その他法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、死因を明らかにする
ため特に必要があると認めるときは、解剖を実施することができる。この場合において、
当該解剖は、医師に行わせるものとする。
2　警察署長は、前項の規定により解剖を実施するに当たっては、あらかじめ、遺族に対
して解剖が必要である旨を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、遺族の
所在が不明であるとき又は遺族への説明を終えてから解剖するのではその目的がほとん
ど達せられないことが明らかであるときは、この限りでない。
3　警察署長は、国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する
国立大学法人、地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に
規定する公立大学法人、私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定す
る学校法人その他の法人又は国若しくは地方公共団体の機関であって、国家公安委員会
が厚生労働大臣と協議して定める基準に該当すると都道府県公安委員会が認めたもの
に、第一項の規定による解剖の実施を委託することができる。
4　前条第三項の規定は、第一項の規定により解剖を実施する場合について準用する。
（守秘義務等）

第七条　前条第三項の規定により解剖の実施の委託を受けた法人又は機関の役員若しくは
職員又はこれらの職にあった者であって、当該解剖の実施に関する事務に従事したもの
は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2　前項の規定は、同項に規定する者が、同項に規定する事務によって得られた医学的知
見を公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは研究のために活用することを妨げるもので
はない。
（身元を明らかにするための措置）

第八条　警察署長は、取扱死体について、その身元を明らかにするため必要があると認め
るときは、その必要な限度において、血液、歯牙、骨等の当該取扱死体の組織の一部を
採取し、又は当該取扱死体から人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器を摘出す
るために当該取扱死体を切開することができる。
2　前項の規定による身元を明らかにするための措置は、医師又は歯科医師に行わせるも
のとする。ただし、血液の採取、爪の切除その他組織の採取の程度が軽微な措置であっ
て政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。
3　第五条第三項の規定は、第一項の規定による身元を明らかにするための措置について
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準用する。
（関係行政機関への通報）

第九条　警察署長は、第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の
結果明らかになった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるものである場
合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとする。
（死体の引渡し）

第十条　警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、
その身元が明らかになったときは、速やかに、遺族その他当該取扱死体を引き渡すこと
が適当と認められる者に対し、その死因その他参考となるべき事項の説明を行うととも
に、着衣及び所持品と共に当該取扱死体を引き渡さなければならない。ただし、当該者
に引き渡すことができないときは、死亡地の市町村長（特別区の区長を含む。次項にお
いて同じ。）に引き渡すものとする。
2　警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、そ
の身元を明らかにすることができないと認めるときは、遅滞なく、着衣及び所持品と共
に当該取扱死体をその所在地の市町村長に引き渡すものとする。
（国家公安委員会規則への委任）

第十一条　第二条から前条までに定めるもののほか、警察が取り扱う死体の死因又は身元
を明らかにするための措置に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
（準用）

第十二条　第二条から前条までの規定は、海上保安庁が死体を取り扱う場合について準用
する。この場合において、これらの規定中「警察官」とあるのは「海上保安官又は海上
保安官補」と、第四条第一項中「警察署の警察署長」とあるのは「海上保安部長等（政
令で定める管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。）」と、同条第二項及び第
三項、第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第八条第一項、第九条並びに第十
条中「警察署長」とあるのは「海上保安部長等」と、前条中「警察」とあるのは「海上
保安庁」と、「国家公安委員会規則」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
（人材の育成等）

第十三条　政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が正
確かつ適切に遂行されるよう、当該措置に係る業務に従事する警察官、海上保安官、海
上保安官補、医師、歯科医師等の人材の育成及び資質の向上、大学における法医学に係
る教育及び研究の充実、死体の検案及び解剖並びに死体の科学調査（死因又は身元を明
らかにするため死体に対して行う薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断、遺伝子構
造の検査、歯牙の調査その他の科学的な調査をいう。）の実施体制の充実その他必要な
体制の整備を図るものとする。
（財政上の措置）
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第十四条　政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が円
滑に実施されるようにするため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
（罰則）

第十五条　第七条第一項（第十二条において準用する場合を含む。）の規定に違反した者は、
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附　則　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

資料編

93



7　医師法（昭和23年法律第201号）（抄）

第十九条　診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなけれ
ば、これを拒んではならない。
2　診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出
生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これ
を拒んではならない。

第二十条　医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付
し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案を
しないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に
死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

第二十一条　医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたとき
は、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
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8　死因究明等の推進に関する業務の基本方針について（令和2年3月31日閣議決定）

　死因究明等推進基本法（令和元年法律第 33 号）の成立を踏まえ、これまで内閣府にお
いて担当していた死因究明等（死因究明及び身元確認）の推進に関する業務を厚生労働省
に移管し、今後、厚生労働省において死因究明等の推進に関する企画及び立案並びに総合
調整の業務を行うこととし、同省において本業務に取り組むに当たり、内閣法（昭和 22
年法律第 5号）第 12 条第 2項第 2号に規定する基本的な方針として本基本方針を定める。

1．基本的な方針
死因究明等については、生命の尊重と個人の尊厳の保持、紛争の未然防止、国民生活

の安定及び公共の秩序の維持等に資するものであり、また、公衆衛生の向上及び増進、
災害、事故等の被害の拡大の防止等の観点からも、その推進が図られることが極めて重
要である。
死因究明等の推進については、死因究明等推進計画（平成 26 年 6 月 13 日閣議決定）

等に基づき、これまでも関係府省庁の協力の下、政府全体として取り組んできたところ
であるが、令和元年 6月に死因究明等推進基本法が成立し、関係閣僚及び有識者により
構成される死因究明等推進本部が厚生労働省に置かれることとされ、同本部において、
死因究明等推進計画の案の作成、必要な関係行政機関相互の調整などの事務を実施する
こととされたところである。これを踏まえ、同法の施行（令和 2年 4 月 1 日）以降は、
厚生労働省において、死因究明等の推進に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこ
ととし、関係府省庁の緊密な連携、協力の下、政府全体で死因究明等の推進に関する業
務に効果的かつ効率的に取り組むこととする。

2． 1．に基づき行う事務の内容と関係府省庁
1．の基本的な方針に基づき、関係府省庁においては、以下のとおり事務を分担し、相

互に緊密な連携を取りつつ、一体的かつ効率的に死因究明等の推進に取り組むものとする。
（1）�　厚生労働省は、関係府省庁間の必要な調整等を行うため、厚生労働省設置法（平成
11 年法律第 97 号）第 4条第 3項に基づき死因究明等の推進に関して行政各部の施策
の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整（以下「総合調整等」と
いう。）を行うとともに、関連する所掌事務に当たることとする。

（2）�　厚生労働省以外の関係府省庁は、（ 1）の総合調整等に係る事務の実施に際し、情
報又は知見の提供その他の必要な協力を行うとともに、死因究明等の推進に関連する
所掌事務に当たることとする。

3．既往の閣議決定の廃止
　　「当面の死因究明等施策の推進について」（平成 26 年 9月16日閣議決定）は、廃止する。
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9　死因究明等推進本部令（令和2年政令第72号）

　内閣は、死因究明等推進基本法（令和元年法律第三十三号）第二十九条の規定に基づき、
この政令を制定する。
（死因究明等推進本部長）

第一条　死因究明等推進本部長は、死因究明等推進本部（以下「本部」という。）の事務
を総括する。
（国務大臣以外の本部員の任期等）

第二条　死因究明等推進本部員（以下この条において「本部員」という。）のうち、死因
究明等推進基本法第二十三条第二項第二号の本部員の任期は、二年とする。ただし、補
欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
2　前項の本部員は、再任されることができる。
（専門委員）

第三条　本部の専門委員（次項において「専門委員」という。）は、非常勤とする。
2　専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解
任されるものとする。
（事務局の組織）

第四条　本部の事務局に、参事官一人（関係のある他の職を占める者をもって充てられる
ものとする。）を置く。
2　参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
3　前二項に定めるもののほか、本部の事務局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定め
る。
（本部の運営）

第五条　この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、死因究明等推進
本部長が本部に諮って定める。
附　則　抄

（施行期日）
1　この政令は、令和二年四月一日から施行する。
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10　死因究明等推進本部事務局組織規則（令和2年厚生労働省令第53号）

1 　死因究明等推進本部の事務局に、企画官一人（関係のある他の職を占める者をもって
充てられるものとする。）を置く。
2　企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

附　則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
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11　死因究明等推進本部運営規則（令和2年6月25日死因究明等推進本部決定）

（本部の運営）
第一条　死因究明等推進本部（以下「本部」という。）の運営に関しては、法令に定める
もののほか、この運営規則の規定するところによる。
（開催）

第二条　本部は、死因究明等推進本部長（以下「本部長」という。）が招集する。
2　本部長は、本部を招集しようとするときは、本部の日時、場所及び審議事項をあらか
じめ死因究明等推進本部員（以下「本部員」という。）に通知しなければならない。
（本部員の欠席）

第三条　本部を欠席する本部員は、代理人を本部に出席させ、又は他の本部員に議決権の
行使を委任することはできない。ただし、国務大臣である本部員が欠席する場合は、本
部長の了解を得て、副大臣を代理人として出席させることができる。この場合にあって
は、当該副大臣に議決権を行使させることはできない。
2　本部を欠席する本部員は、本部長を通じて、当該本部に付議される事項につき、書面
により意見を提出することができる。
（議事）

第四条　本部は、本部長が出席し、かつ、本部員の過半数が出席しなければ、本部を開き、
議決することはできない。
2　議事を決するに当たり、本部長は出席本部員全員の同意を得るよう努めなければなら
ない。
3　前項の規定にかかわらず、全員の同意を得られない場合には、本部長が本部の議論を
踏まえた上で、議事を決する。
（専門委員等の出席）

第五条　本部長は、必要があると認めるときは、専門委員その他の者の出席を求めること
ができる。
（審議の内容等の公表）

第六条　本部長又は本部長の指名する者は、本部の終了後、遅滞なく、当該本部における
審議の内容等を、適当と認める方法により、公表する。
（議事要旨）

第七条　本部長又は本部長の指名する者は、本部の終了後、速やかに、当該本部の議事要
旨を作成し、これを公表する。
（議事録）

第八条　本部長は、本部の終了後、当該本部の議事録を作成し、本部に諮った上で、これ
を公表する。
2　前項の規定にかかわらず、議事録が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平
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成 11 年法律第 42 号）第 5条各号に掲げる情報のいずれかを含む場合は、本部長は、本
部に諮った上で、議事録の全部又は一部を非公表とすることができる。
（雑則）

第九条　この規則に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
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12　�死因究明等推進計画の案の作成方針について（令和2年6月25日死因究明等
推進本部決定）

1 ．死因究明等推進本部（以下「本部」という。）は、令和 3年 4 月を目途に、死因究明
等推進基本法（令和元年法律第 33 号。以下「法」という。）第 19 条に基づく死因究明
等に関する施策に関する推進計画（以下「死因究明等推進計画」という。）の案の作成
を行う。

2．死因究明等推進計画の案は、法第 10 条から第 18 条までに掲げられた基本的施策（下
記の注を参照）を中心に、死因究明等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
めに必要な措置を定めるものとする。

3．死因究明等推進計画の案の作成に資するため、死因究明等推進本部長が指名する本部
員及び専門委員により構成される検討会を開催するとともに、厚生労働省において、国
民の意見を幅広く聴取する。

（注）法第 10 条から第 18 条までに掲げられた基本的施策

○　死因究明等に係る人材の育成等（第 10 条）
○　死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備（第 11 条）
○　死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備（第 12 条）
○　警察等における死因究明等の実施体制の充実（第 13 条）
○　死体の検案及び解剖等の実施体制の充実（第 14 条）
○　死因究明のための死体の科学調査の活用（第 15 条）
○　�身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備
（第 16 条）

○　死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進（第 17 条）
○　情報の適切な管理（第 18 条）
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13���死因究明等推進計画検討会の開催について（令和2年6月25日死因究明等推進
本部決定）

1 ．趣旨
「死因究明等推進計画の案の作成方針について」（令和 2年 6月 25 日死因究明等推進

本部決定）に基づき、死因究明等推進計画の案の作成に資するため、死因究明等推進計
画検討会（以下「検討会」という。）を開催する。

2．招集
検討会は、死因究明等推進本部長（以下「本部長」という。）が招集する。

3．検討会の座長
検討会の座長は、検討会を主宰する者として、本部長が指名する。

4．関係者の出席
検討会は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他の者の出席を求めることができる。

5．庶務
検討会の庶務は、厚生労働省死因究明等推進本部事務局において処理する。

6．その他
この決定に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、本部長が定める。
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14　�死因究明等推進計画検討会運営細則（令和2年7月28日死因究明等推進本部
長決定）

（座長の代理）
第一条　座長が死因究明等推進計画検討会（以下「検討会」という。）に出席できない場
合は、あらかじめ座長の指名する構成員が、その職務を代理する。
（構成員の欠席）

第二条　検討会を欠席する構成員は、代理人を検討会に出席させることはできない。
2　検討会を欠席する構成員は、座長を通じて、当該検討会に付議される事項につき、書
面により意見を提出することができる。
（議事）

第三条　検討会は、構成員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
（審議の公開）

第四条　検討会は原則として公開する。ただし、座長は、公開することにより公平かつ中
立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認
めるときは、会議を非公開とすることができる。
2　座長は、検討会における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置を
とることができる。
（議事録）

第五条　座長は、検討会の終了後、当該検討会の議事録を作成し、検討会に諮った上で、
これを公表する。
2　前項の規定にかかわらず、議事録が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平
成 11 年法律第 42 号）第 5条各号に掲げる情報のいずれかを含む場合は、座長は、検討
会に諮った上で、議事録の全部又は一部を非公表とすることができる。
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15　死因究明等推進計画（令和3年6月1日閣議決定）

はじめに
死因究明及び身元確認（以下「死因究明等」という。）は、国民が安全で安心して暮ら

せる社会及び生命が尊重され個人の尊厳が保持される社会の実現に寄与するものであり、
高い公益性を有するものである。近年の高齢化の進展に伴う死亡数の増加や新型コロナウ
イルス感染症を始めとする新興感染症の脅威、大規模災害の発生リスク等に鑑み、死因究
明等とその体制強化の重要性はますます高まっている。
死因究明等に関する施策については、犯罪死の見逃しの問題等を背景に平成 24 年に成

立した死因究明等の推進に関する法律（平成24年法律第33号。2年間の時限立法。以下「旧
法」という。）に基づき、平成 26 年に死因究明等推進計画（以下「旧計画」という。）が
閣議決定され、これまで、関係府省庁は旧法及び旧計画に基づき、各種施策を進めてきた。
これにより、公衆衛生の向上・増進等を目的とした解剖や死亡時画像診断に対する補助制
度の確立、都道府県警察の検視官の現場臨場率の向上、大学における死因究明等に係る教
育及び研究拠点の整備等、一定の成果を挙げてきた。
しかし、一方で、未だ地方公共団体における死因究明等推進地方協議会の設置が 41 都

道府県にとどまるなど、死因究明等の重要性が必ずしも十分に認識されておらず、十分な
対応につながっていない状況にあり、その実施に係る人材及び体制の充実強化は喫緊の課
題となっている。
こうした中、令和元年 6月に死因究明等推進基本法（令和元年法律第 33 号。以下「法」

という。）が成立し、令和 2年 4 月 1 日に施行された。法は、公衆衛生の向上をその目的
の根底として位置付け、厚生労働省に死因究明等推進本部を置き、同本部が中心となり死
因究明等に関する施策を推進することを定めている。また、死因究明等に関する施策に関
し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を
定めるとともに、死因究明等に関する施策に関する推進計画（以下「本計画」という。）
の策定について定めている。
本計画は、法において定めるものとされた死因究明等の到達すべき水準、死因究明等の

施策に関する大綱その他の基本的な事項、死因究明等に関し講ずべき施策等について定め
たものであり、国は、本計画に基づき、死因究明等に関する施策の総合的かつ計画的な推
進を図ることとする。
　
1　現状と課題
（1）現状

我が国における年間死亡数は、人口の高齢化を反映して増加傾向にあり、平成 15 年
に 100 万人を超え（死亡率 8.0（人口千対））、令和元年には 138 万 1093 人（同 11.2）と
なっている。今後も年間の死亡数は増加傾向を示すことが予想されており、国立社会保
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障・人口問題研究所の推計によれば、最も年間死亡数が多いと見込まれる 2040 年には
約 168 万人（同 15.7）となることが予想されている。
また、警察における死体取扱状況については、令和 2年は 16 万 9496 体注 1）となって

いる。この 10 年程度は概ね同水準で推移しているが、今後我が国の年間死亡数の高ま
りとともに、増加していく可能性がある。死亡場所に関して、近年は、在宅死を始め、
医療機関以外の場所における死亡が若干の増加傾向に転じており、社会の変化すなわち
家族や生活の有り様を反映した傾向の変化を注視する必要がある。
これらの死亡の死因究明等を行う体制については、地域によって差異がある。
各都道府県において解剖等を担う大学の法医学教室の人員数については、令和 2年 5

月 1 日現在 5名以下の人員となっている県が 21 県あり、そのうち常勤の医師が 1人の
みである県が 14 県あるなど、人材の不足が顕著に見受けられる。
警察があらかじめ検視等の立会いの協力を依頼している医師は令和 2年 4月 1日現在

4,268 人となっている。また、歯科所見による身元確認において中核的な役割を担う歯
科医師との協力関係を構築しておくことも重要であるところ、警察が事前に協力等を依
頼している歯科医師は令和 2年 4月 1 日現在 9,963 人となっている。ただし、それらの
人数や選任・任命方法、補償の在り方は、都道府県によって様々な形が取られている。
さらに、死因究明結果の活用についても、監察医解剖が行われている都府県では、監

察医施設を中核として衛生行政の一環として死因究明を行った結果の分析や考察が公表
されているが、それ以外の地域においては、こうした公衆衛生的観点からの分析等がほ
とんど行われていないという状況にある。
こうした状況の中、法において、各地方公共団体は、死因究明等に係る施策の推進、

検証・評価を行うため、死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めることが規定され
ているが、現時点において当該地方協議会が設置されているのは、前述のとおり 41 都
道府県にとどまっており、設置済みの都道府県においても、予算・体制等について悩み
や苦労を抱えているなどの課題が生じている。

（2）課題
上述のとおり、年間の死亡数の増加、とりわけ在宅死の増加により死体検案体制への

負荷が増大することが見込まれるとともに、例年自然災害が繰り返し発生し、大規模災
害も予見され、さらに、新型コロナウイルス感染症を始めとする新興感染症の脅威も存
在している。しかしながら、我が国では未だ死因究明等の重要性が十分に認識され、充
実した体制が取られているとは言い難い。その実施に係る人材の確保や体制整備は喫緊
の課題である。

注1）　交通関係及び東日本大震災の死者を除く。
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人材育成等の面においては、医師等による死体の解剖が死因究明を行うための方法と
して最も有効な方法であるところ、解剖を担う大学の法医学者を始めとした法医学教室
の人員、検案を担う医師等の人材確保が急務となっている。とりわけ、都道府県内の解
剖を一手に引き受ける大学の法医学教室について、常勤の医師が 1名のみとなっている
状況が見受けられるなど、その体制の脆弱性が課題となっている。検案を行う医師につ
いても、高齢化や人員不足に悩まされている地方公共団体も少なくない。こうした死因
究明等を担う人材を確保していくためには、死因究明等の公益性・重要性を社会全体で
共有するとともに、法医学者や死体検案を行う医師等の適切な処遇の確保を推進するこ
とも重要である。
また、死因究明等が適切に実施されるためには、人員の確保とともにその資質の向上

も必要であり、死体検案等に関する研修の充実や、大学の医学教育・歯学教育・薬学教
育における死因究明等に関する内容の充実が求められる。
さらに、我が国の死因究明等の質の向上及び体制強化を図るためには、これらを支え

る大学の教育・研究体制を充実することが不可欠である。このため、大学間や学部間の
連携を強化し、死因究明に関する教育・研究拠点の整備・拡大を図っていくことも重要
な課題である。
各地域の体制面については、その実情に応じて、死因究明等の人材が確保され、専門

的機能を有する体制が整備されるよう、各地方公共団体において必要な施策が形成され
ることが求められる。そのためには、死因究明等推進地方協議会における議論を活性化
することにより、域内の関係者が課題を共有し、それに基づき適切に対応方策を立案す
ることができる素地を作る必要がある。
また、地震・津波・洪水等の大規模災害が発生した際には、死体検案、身元確認のた

めに、多大な人員を動員することとなるが、そのような状況はいつ、どこにおいても起
こり得るものである。各都道府県は、このような非常時に対応できるよう、あらかじめ、
各都道府県の医師会や歯科医師会等と連携し、医師、歯科医師等の人員体制を整備して
おくことが重要である。このような連携体制の構築は、非常時に限らず通常の死因究明
等においても意義があるものであり、死因究明等推進地方協議会において議論を深めて
おくことに加え、各地域を管轄する警察、保健所、各郡市の医師会、歯科医師会等の実
務を担う関係者が日頃から顔が見える関係性を築いておくことも、地域の死因究明等の
効果的な運用につながるものである。
死因究明において、医師によって解剖・検査等が必要と判断された場合には、その適

切な実施体制が構築される必要がある。現状では、監察医制度を持つ地方公共団体に比
べて、当該制度を持たない地方公共団体において公衆衛生の向上・増進等を目的とした
解剖・検査等が少ない傾向が見られ、得られた知見を社会に還元する機能に乏しいとい
えること等から、地域における死因究明体制の実態を把握し、必要な解剖・検査等が行
われる体制構築を推進することが必要である。
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また、死因究明等の成果が、死者及びその遺族等の権利利益の擁護に資するとともに、
公衆衛生の向上・増進等のために活用され、災害・事故・犯罪・虐待等における被害の
拡大防止や、予防可能な死亡の再発防止等にも寄与するよう、関係法令との整合性を図
りつつ、死体検案の結果や解剖結果、歯科診療情報等のデータベース化を進め、広く活
用できるようにすることが重要である。その際、データが効果的・効率的に活用される
よう、死亡に関する統計や死亡診断書（死体検案書）の様式、その電子的提出等の在り
方についても、検討を進める必要がある。
　
2　死因究明等の到達すべき水準と基本的な考え方
（1）死因究明等の到達すべき水準

死因究明等の推進は、安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個人の尊厳が
保持される社会を実現することを目的とし、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切
に行われるよう、以下に示す水準を目指して行われるものとする。
ⅰ�）死因究明等が、政府及び地方公共団体を始めとする社会全体において、重要な
公益性を有するものとして認識され、位置付けられること。

ⅱ�）必要と判断された死因究明等が、死者及びその遺族等の権利利益を踏まえつつ、
資源の不足等を理由とすることなく、実現される体制が整備されること。

ⅲ�）全ての死因究明等が、専門的科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に、
適切に実施されること。

ⅳ�）死因究明の成果が、死者及びその遺族等の権利利益の擁護に資するとともに、
疾病の予防・治療を始めとする公衆衛生の向上・増進に資する情報として広く活
用され、災害・事故・犯罪・虐待等における被害の拡大防止、予防可能な死亡の
再発防止等にも寄与すること。

なお、今後、我が国の死因究明等の状況について一定の指標により実態把握を行い、
これらの到達すべき水準を満たすために必要な人材確保、体制整備等についてより明確
化することを目指す。

（2）死因究明等の施策の基本的な考え方
死因究明等に関する施策については、国及び地方公共団体が、法の基本理念にのっと

り、到達すべき水準を目指して、法第 10 条から第 18 条までに掲げられた基本的施策の
下に具体的な施策を策定し、実施することを基本とする。
国は、「3　死因究明等に関し講ずべき施策」に記載された具体的な施策を実施する責

務を有する。
地方公共団体は、「3　死因究明等に関し講ずべき施策」に記載された国の施策等を踏

まえ、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の状況に応じた施策を策定し、実施
する責務を有する。また、当該施策の実施を推進し、実施状況を検証・評価するための
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死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとする。
なお、ここでいう地方公共団体とは、原則として都道府県を指すが、監察医制度や政

令指定都市、中核市の有無等の地域の実情に応じて、市区町村単位で施策の推進や啓発
を行う体制を構築すること、都道府県境を超えたより広域で連携を行うことも考えられ
る。
大学は、法の基本理念にのっとり、「3　死因究明等に関し講ずべき施策」に記載され

た国の施策等を踏まえ、大学における死因究明等に関する人材の育成及び研究を自主的
かつ積極的に行うよう努めるものとする。
国、地方公共団体及び大学のみならず、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他

の死因究明等に関係する者は、「3　死因究明等に関し講ずべき施策」に記載された国の
施策及び地方公共団体の施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力す
ることが求められる。
「3　死因究明等に関し講ずべき施策」に記載された施策の対象期間は、特に達成時

期についての具体的な記載がある場合を除き、本計画策定後 3年程度を目安とする。

3　死因究明等に関し講ずべき施策
（1）死因究明等に係る人材の育成等（法第 10 条）
（医師、歯科医師等の育成及び資質の向上）
○　文部科学省において、国公私立大学を通じて、死因究明等に係る教育拠点整備のた
めの取組を支援しており、法医学・歯科法医学・法中毒学等の死因究明等に係る分野
を志す者や新たに取組に参画する者を増加させ、その成果の普及を促すこと等を通じ、
引き続き、取組の継続・拡大に努める。（文部科学省）�� 【施策番号 1注 2）】

○　文部科学省において、医学・歯学・薬学教育モデル・コア・カリキュラムで策定さ
れた内容の大学への周知を行う際に、本計画等を踏まえた教育内容の充実を要請する
ことにより、卒業時までに学生が身に付けておくべき実践的能力の定着を図る。（文
部科学省）� 【施策番号 2】

○　厚生労働省において、日本医師会に委託して、検案する医師を対象とした専門的な
死体検案研修会を実施しているところ、引き続き、厚生労働省、日本医師会、関係学
会等が連携して研修内容を充実すること等により、検案に携わる医師の技術向上を図
る。

　　また、厚生労働省において、日本医師会に委託して、大規模災害時や在宅死を想定
した基礎的な死体検案研修会を実施しているところ、引き続き、医療関係団体等を通
じて広く医師に対して参加を働き掛けるとともに、医療現場の医師も活用できるよう

注2）　第1章に記載の各施策との対応関係を明らかにするために付したもの。
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ホームページ等を通じて教材を提供すること等により、全ての医師の基本的な検案能
力の維持・向上を図る。

　　これらの施策を通じて、警察等の検視・調査への立会い・検案をする医師について、
上記研修を受講した者の数を増加させる。（厚生労働省）� 【施策番号 3】
○　厚生労働省において、引き続き、解剖や死亡時画像診断の結果を含む異状死死因究
明支援事業等の成果を検証し、その結果を、検案する医師を対象とした専門的な死体
検案研修等に反映すること等により、検案する医師の資質向上を図る。（厚生労働省）

� 【施策番号 4】
○　警察において、都道府県医師会と都道府県警察による合同研修会等の積極的な開催
に努めるとともに、検案する医師の資質・能力向上に資するために開催される死体検
案研修等について、警察においても、警察の死体取扱業務の状況や取扱事例の紹介を
行うなどの協力を進める。

　　また、海上保安庁において、引き続き、都道府県医師会及び都道府県警察と調整を
行い、合同研修会等への参画機会の拡充を図る。（警察庁、海上保安庁）【施策番号 5】

○　検案する医師が、死亡時画像診断や解剖等の結果と検案結果を比較することができ
るよう、警察等においては、警察等が取り扱う死体に係る解剖・検査等の結果につい
て、捜査への影響等に留意しつつ、検案する医師に効果的かつ効率的に還元する。

　　また、死亡時画像を読影する医師が、解剖結果と読影結果を比較することができる
よう、警察等においては、警察等が取り扱う死体に係る解剖等の結果について、捜査
への影響等に留意しつつ、読影する医師に効果的かつ効率的に還元する。（警察庁、
海上保安庁）� 【施策番号 6】

○　厚生労働省において、日本医師会に委託して、医師及び診療放射線技師を対象に、
死亡時画像診断に関する研修会を実施しているところ、引き続き、日本医師会、関係
学会等と連携して研修内容を更に充実させることにより、死亡時画像診断を行う者の
資質向上を図る。まずは、当該研修会を受講した医師及び診療放射線技師の数を増加
させる。（厚生労働省）� 【施策番号 7】

○　厚生労働省において、引き続き、異状死死因究明支援事業で実施する小児死亡例に
対する死亡時画像診断の情報や医療機関内の小児死亡例に対する死亡時画像診断の情
報を日本医師会に委託してモデル的に収集・分析するほか、警察が実施する小児死亡
例の死亡時画像診断に関しても警察庁等と連携を図り、死亡時画像診断の有用性や有
効に行うための条件等を検証する。また、検証した結果に基づき、死亡時画像診断に
関する研修用の資料を作成するほか、研修内容に反映させる。（厚生労働省）

� 【施策番号 8】
○　死亡時画像を読影する医師及び撮影する診療放射線技師の資質の向上を図るため、
各都道府県において開催される研修等について、警察においても、死亡時画像診断を
実施した事例の紹介を行うなどの協力を進める。（警察庁）� �【施策番号 9】
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○　文部科学省において、日本医師会・日本歯科医師会と連携した医師・歯科医師に対
する死因究明等に係る定期的な研修会の実施・協力について、各大学医学部・歯学部
関係者が出席する会議等の場を活用し、要請する。（文部科学省）� 【施策番号 10】

○　都道府県歯科医師会と都道府県警察との合同研修・訓練の実施に関する指針に基づ
き、警察において、都道府県歯科医師会と都道府県警察による合同研修会等の積極的
な開催に努めるとともに、警察の身元確認業務の状況や取扱事例の紹介を行うなどの
協力を進める。

　　また、海上保安庁において、引き続き、都道府県歯科医師会及び都道府県警察と調
整を行い、合同研修会等への参画機会の拡充を図る。（警察庁、海上保安庁）

� 【施策番号 11】
○　文部科学省において、医学部・歯学部・薬学部における死因究明等に係るカリキュ
ラム内容や教育方法等の事例について、各大学医学部・歯学部・薬学部の教育責任者
等が参加する会議等の場を活用し、積極的に紹介する。（文部科学省）��【施策番号 12】

○　文部科学省において、死因究明等を通じた公共の秩序の維持や公衆衛生の向上等の
重要性について、法や本計画等を通じ、各大学医学部・歯学部・薬学部の教育責任者
等が参加する会議等の場を活用し、周知を図る。（文部科学省）� 【施策番号 13】

（警察等の職員の育成及び資質の向上）
○　警察において、死体取扱業務に専従する検視官及び検視官補助者に対する研修のほ
か死体取扱業務に従事する全ての警察官に対し、各階級に応じた教養を実施している
ところ、これらの教養がより効果的なものとなるよう、既存講義の見直しを含め、内
容の充実を図る。（警察庁）� 【施策番号 14】

○　警察庁において、死体取扱業務に従事する警察官の知識・技能の向上を図るため、
全国会議等における事例発表や効果的な執務資料の作成・配布等を通じて、各都道府
県警察における好事例、効果的な取組等に関する情報の共有を図る。（警察庁）

� 【施策番号 15】
○　海上保安庁において、法医学教室等に職員を派遣して行っている研修を継続し、死
体取扱業務に必要な専門的知識・技能を修得した職員の海上保安部署への配置の拡充
を図る。（海上保安庁）� 【施策番号 16】

○　海上保安庁において、検視等を担当する鑑識官及び死体取扱業務に従事する海上保
安官の知識・技能の維持・向上のための研修を実施しているところ、引き続き、その
内容の充実を図る。（海上保安庁）� 【施策番号 17】

○　警察において、都道府県医師会と都道府県警察による合同研修会等の積極的な開催
に努めるとともに、検案する医師の資質・能力向上に資するために開催される死体検
案研修等について、警察においても、警察の死体取扱業務の状況や取扱事例の紹介を
行うなどの協力を進める。
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　　また、海上保安庁において、引き続き、都道府県医師会及び都道府県警察と調整を
行い、合同研修会等への参画機会の拡充を図る。（警察庁、海上保安庁）（再掲）

� 【施策番号 18】
○　都道府県歯科医師会と都道府県警察との合同研修・訓練の実施に関する指針に基づ
き、警察において、都道府県歯科医師会と都道府県警察による合同研修会等の積極的
な開催に努めるとともに、警察の身元確認業務の状況や取扱事例の紹介を行うなどの
協力を進める。

　　また、海上保安庁において、引き続き、都道府県歯科医師会及び都道府県警察と調
整を行い、合同研修会等への参画機会の拡充を図る。（警察庁、海上保安庁）（再掲）

� 【施策番号 19】

（2）死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備（法第 11 条）
○　文部科学省において、国公私立大学を通じて、死因究明等に係る教育及び研究の拠
点整備のための取組を支援しており、法医学・歯科法医学・法中毒学等の死因究明等
に係る人材養成と研究を推進する拠点を整備し、その成果の普及を促すこと等を通じ、
引き続き、取組の継続・拡大に努める。（文部科学省）� 【施策番号 20】

（3）死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備（法第 12 条）
○　厚生労働省において、各地域において必要な死因究明等が円滑に実施され、その結
果が公衆衛生の向上・増進等に活用される体制が構築されるよう、地方公共団体に対
し、死体検案、解剖、死亡時画像診断、薬毒物・感染症等の検査、身元確認等に係る
専門的機能を有する体制の整備を求める。

　　なお、このような体制整備の前提として、解剖等を担う法医学者等の人材が不足し
ている地方公共団体にあっては、地域の死因究明等に係る関係者で協議し、人材確保
策を検討することが必要である。例えば、都道府県医師会と協議して検案体制を整え
ることや、地域医療対策協議会において地域枠医師等の活用についての検討を行うこ
と等も考えられる。（厚生労働省）� 【施策番号 21】

○　厚生労働省において、死因究明等推進地方協議会における議論を活性化し、必要な
施策形成を促進するため、各地方公共団体の取組の指針となるマニュアルを令和 3年
度中に策定する。また、当該マニュアルを通じて、地方公共団体毎の死因究明等の施
策に関する計画の策定を求め、地域の状況に応じた実効性のある施策の実施とその検
証・評価、改善のサイクルの形成を促す。（厚生労働省）� 【施策番号 22】

○　厚生労働省において、死因究明等に関する各地方公共団体の実態を把握し、今後、
国及び地方公共団体が施策に関する定量的な目標設定を行うための基礎的なデータを
得るため、令和 3年度から定期的に、関係省庁の協力を得ながら、地方公共団体の負
担を考慮しつつ、施策の実施体制や実績等に関する横断的な実態調査を行う。（厚生
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労働省）� 【施策番号 23】
○　厚生労働省において、各地域において必要な死因究明等が円滑に実施され、その結
果が公衆衛生の向上・増進等に活用される体制が構築されるよう、地方公共団体に対
し、死体検案、解剖、死亡時画像診断、薬毒物・感染症等の検査、身元確認等に係る
専門的機能を有する体制整備に必要な協力を行う。（厚生労働省）� 【施策番号 24】

○　厚生労働省において、地方公共団体に対し、死因究明等推進地方協議会を設置した
上で、その地域の状況に応じて、死因究明等に関する施策の検討を行うとともに、当
該施策の実施を推進し、その実施の状況を検証し、及び評価することを求める。（厚
生労働省）� 【施策番号 25】

○　関係省庁において、地方公共団体を始めとした地方における関係機関・団体に対し、
死因究明等推進地方協議会の設置・活用に向けて協力するようそれぞれ指示し、又は
求める。（厚生労働省、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、海上保安庁）

� 【施策番号 26】
○　関係省庁において、大規模災害の発生等に備えた各地域における検案体制の構築を
推進するため、日本医師会による、警察等の検視・調査への立会い、検案をする医師
のネットワーク強化に関し、研修に係る人材派遣や技能向上に必要な情報の還元等を
始めとした必要な協力を行う。（厚生労働省、警察庁、文部科学省、海上保安庁）

� 【施策番号 27】
○　関係省庁において、大規模災害の発生等に備えた各地域における身元確認体制の構
築を推進するため、日本歯科医師会による、歯科所見による身元確認を行う歯科医師
の体制整備に関し、研修に係る人材派遣や技能向上に必要な情報の還元等を始めとし
た必要な協力を行う。（厚生労働省、警察庁、文部科学省、海上保安庁）�【施策番号 28】

（4）警察等における死因究明等の実施体制の充実（法第 13 条）
○　今後見込まれる死亡数の増加に対応すべく、警察庁において、一層効果的かつ効率
的な検視官の運用について検討するとともに、検視官が現場に臨場することができな
い場合であっても、現場の映像等を送信し、検視官が死体や現場の状況をリアルタイ
ムに確認することができる映像伝送装置の整備・活用に努める。（警察庁）

� 【施策番号 29】
○　警察庁において、司法解剖及び警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関
する法律（平成 24 年法律第 34 号。以下「死因・身元調査法」という。）に基づく解
剖の実施状況を踏まえるとともに、日本法医学会と調整しながら、同解剖の委託経費
に関する必要な見直しを行う。（警察庁）� 【施策番号 30】
○　警察において、本格的な薬毒物定性検査を実施する必要がある場合に、必要な検査
を迅速かつ的確に実施することができるよう、科学捜査研究所の体制整備を図る。ま
た、必要に応じて法医学教室等の関係機関とも連携を図る。（警察庁）�【施策番号 31】
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○　警察において、死因・身元調査法に基づく検査の適切な実施を推進するため、都道
府県医師会、法医学教室等との連携強化を図る。また、必要な検査を確実に実施する
ことができるよう、その実施体制の見直しを行う。（警察庁）� 【施策番号 32】
○　警察等において、死亡時画像診断の実施に協力を得られた病院との協力関係を強化・
構築することにより、死亡時画像診断を実施する必要があると認められる場合に、確
実な死亡時画像診断の実施を図る。（警察庁、海上保安庁）� 【施策番号 33】

○　警察において、「身元不明死体情報」と「行方不明者情報」を対照するに当たって、
DNA型記録の照会及び歯科所見情報を含む身体特徴等の照会により身元確認に活用
する「身元確認照会システム」を構築したところ、当該システムを適正かつ効果的に
運用する。（警察庁）� 【施策番号 34】

○　警察において、身元不明死体の身元確認のために必要なDNA型鑑定を適切に実施
することができるよう鑑定体制の整備等を図る。また、必要に応じて法医学教室等の
関係機関とも連携を図る。（警察庁）� 【施策番号 35】

○　海上保安庁において、検視等を担当する鑑識官を引き続き整備し、検視等の実施体
制の充実を図る。（海上保安庁）� 【施策番号 36】

○　海上保安庁において、法医学教室等に職員を派遣して行っている研修を継続し、死
体取扱業務に必要な専門的知識・技能を修得した職員の海上保安部署への配置の拡充
を図る。（海上保安庁）（再掲）� 【施策番号 37】

○　海上保安庁において、引き続き、死体取扱業務に必要な資器材等の整備を図る。（海
上保安庁）� 【施策番号 38】

○　海上保安庁において、死因・身元調査法に基づく検査を適切に実施するため、引き
続き、都道府県医師会、法医学教室等との協力関係の強化・構築を図る。（海上保安庁）

� 【施策番号 39】
○　海上保安庁において、身元不明死体に係る遺伝子構造の検査、歯牙の調査等を実施
する必要があると認めるときは、それらを確実に実施できるよう、引き続き、都道府
県警察、法医学教室、都道府県歯科医師会等との協力関係の強化・構築を図る。（海
上保安庁）�� 【施策番号 40】

（5）死体の検案及び解剖等の実施体制の充実（法第 14 条）
（検案の実施体制の充実）
○　関係省庁において、大規模災害の発生等に備えた各地域における検案体制の構築を
推進するため、日本医師会による、警察等の検視・調査への立会い、検案をする医師
のネットワーク強化に関し、研修に係る人材派遣や技能向上に必要な情報の還元等を
始めとした必要な協力を行う。（厚生労働省、警察庁、文部科学省、海上保安庁）（再
掲）� 【施策番号 41】
○　厚生労働省において、日本医師会に委託して、検案する医師を対象とした専門的な

112 死因究明等推進白書  2023



死体検案研修会を実施しているところ、引き続き、厚生労働省、日本医師会、関係学
会等が連携して研修内容を充実すること等により、検案に携わる医師の技術向上を図
る。

　　また、厚生労働省において、日本医師会に委託して、大規模災害時や在宅死を想定
した基礎的な死体検案研修会を実施しているところ、引き続き、医療関係団体等を通
じて広く医師に対して参加を働き掛けるとともに、医療現場の医師も活用できるよう
ホームページ等を通じて教材を提供すること等により、全ての医師の基本的な検案能
力の維持・向上を図る。

　　これらの施策を通じて、警察等の検視・調査への立会い・検案をする医師について、
上記研修を受講した者の数を増加させる。（厚生労働省）（再掲）�� 【施策番号 42】
○　厚生労働省において、引き続き、解剖や死亡時画像診断の結果を含む異状死死因究
明支援事業等の成果を検証し、その結果を、検案する医師を対象とした専門的な死体
検案研修等に反映すること等により、検案する医師の資質向上を図る。（厚生労働省）
（再掲）�� 【施策番号 43】
○　厚生労働省において、日本医師会に委託して、医師及び診療放射線技師を対象に、
死亡時画像診断に関する研修会を実施しているところ、引き続き、日本医師会、関係
学会等と連携して研修内容を更に充実させることにより、死亡時画像診断を行う者の
資質向上を図る。まずは、当該研修会を受講した医師及び診療放射線技師の数を増加
させる。（厚生労働省）（再掲）� 【施策番号 44】

○　厚生労働省において、各地域において必要な死因究明等が円滑に実施され、その結
果が公衆衛生の向上・増進等に活用される体制が構築されるよう、地方公共団体に対
し、死体検案、解剖、死亡時画像診断、薬毒物・感染症等の検査、身元確認等に係る
専門的機能を有する体制整備に必要な協力を行う。（厚生労働省）（再掲）

� 【施策番号 45】
○　厚生労働省において、引き続き、異状死死因究明支援事業で実施する小児死亡例に
対する死亡時画像診断の情報や医療機関内の小児死亡例に対する死亡時画像診断の情
報を日本医師会に委託してモデル的に収集・分析するほか、警察が実施する小児死亡
例の死亡時画像診断に関しても警察庁等と連携を図り、死亡時画像診断の有用性や有
効に行うための条件等を検証する。また、検証した結果に基づき、死亡時画像診断に
関する研修用の資料を作成するほか、研修内容に反映させる。（厚生労働省）（再掲）

� 【施策番号 46】
○　検案する医師が、死亡時画像診断や解剖等の結果と検案結果を比較することができ
るよう、警察等においては、警察等が取り扱う死体に係る解剖・検査等の結果につい
て、捜査への影響等に留意しつつ、検案する医師に効果的かつ効率的に還元する。

　　また、死亡時画像を読影する医師が、解剖結果と読影結果を比較することができる
よう、警察等においては、警察等が取り扱う死体に係る解剖等の結果について、捜査
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への影響等に留意しつつ、読影する医師に効果的かつ効率的に還元する。（警察庁、
海上保安庁）（再掲）� 【施策番号 47】

○　厚生労働省において、死体検案において疾病の予防・治療を始めとする公衆衛生の
向上及び増進のために必要と判断された解剖、死亡時画像診断、検査が的確に実施さ
れるよう、引き続き、異状死死因究明支援事業により、報酬や備品等必要な費用を支
援する。（厚生労働省）� 【施策番号 48】

○　厚生労働省において、検案に際して行われる検査の費用や検案書発行料等の金額の
基準や算定根拠の在り方について、引き続き研究を行うとともに、研究成果をとりま
とめ、地方公共団体へ還元する。（厚生労働省）� 【施策番号 49】

○　厚生労働省において、死因等に関する情報を正確に把握し、効果的に施策に反映す
ることができるよう、死亡診断書（死体検案書）の様式等について必要な見直しを行
うとともに、死亡診断書（死体検案書）の電子的交付について、関係省庁と連携して
検討を進め、実現可能な体制等の方向性を示す。（厚生労働省）� 【施策番号 50】

○　厚生労働省において、死体検案が専門的科学的知見に基づき適正に実施されるよう、
引き続き、死体検案に従事する一般臨床医等が、死因判定等について悩んだ際に法医
学者に相談することができる体制を全国的に運用し、その普及啓発を図る。（厚生労
働省）� 【施策番号 51】

○　文部科学省において、地方において実施する検案、解剖、薬毒物検査等の実施体制
の充実に係る取組に関し、地方公共団体等からの要請に基づき、大学施設等の活用等
を通じて協力するよう、各大学医学部・歯学部関係者が出席する会議等の場を活用し、
要請する。（文部科学省）� 【施策番号 52】

（解剖等の実施体制の充実）
○　厚生労働省において、各地域において必要な死因究明等が円滑に実施され、その結
果が公衆衛生の向上・増進等に活用される体制が構築されるよう、地方公共団体に対
し、死体検案、解剖、死亡時画像診断、薬毒物・感染症等の検査、身元確認等に係る
専門的機能を有する体制整備に必要な協力を行う。（厚生労働省）（再掲）

� 【施策番号 53】
○　厚生労働省において、各地域における死因究明に関し中核的な役割を果たす医療機
関、大学等について、感染症対策に対応した解剖、死亡時画像診断、薬毒物・感染症
等の検査等を行うための施設・設備を整備する費用を支援する。（厚生労働省）

� 【施策番号 54】
○　厚生労働省において、死体検案において疾病の予防・治療を始めとする公衆衛生の
向上及び増進のために必要と判断された解剖、死亡時画像診断、検査が的確に実施さ
れるよう、引き続き、異状死死因究明支援事業により、報酬や備品等必要な費用を支
援する。（厚生労働省）（再掲）� 【施策番号 55】
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○　文部科学省において、地方において実施する検案、解剖、薬毒物検査等の実施体制
の充実に係る取組に関し、地方公共団体等からの要請に基づき、大学施設等の活用等
を通じて協力するよう、各大学医学部・歯学部関係者が出席する会議等の場を活用し、
要請する。（文部科学省）（再掲）　　　　　　　　　　　　　　　　　【施策番号 56】

（6）死因究明のための死体の科学調査の活用（法第 15 条）
（薬物及び毒物に係る検査の活用）
○　厚生労働省において、各地域において必要な死因究明等が円滑に実施され、その結
果が公衆衛生の向上・増進等に活用される体制が構築されるよう、地方公共団体に対
し、死体検案、解剖、死亡時画像診断、薬毒物・感染症等の検査、身元確認等に係る
専門的機能を有する体制整備に必要な協力を行う。（厚生労働省）（再掲）

� 【施策番号 57】
○　厚生労働省において、各地域における死因究明に関し中核的な役割を果たす医療機
関、大学等について、感染症対策に対応した解剖、死亡時画像診断、薬毒物・感染症
等の検査等を行うための施設・設備を整備する費用を支援する。（厚生労働省）（再掲）

� 【施策番号 58】
○　厚生労働省において、死体検案において疾病の予防・治療を始めとする公衆衛生の
向上及び増進のために必要と判断された解剖、死亡時画像診断、検査が的確に実施さ
れるよう、引き続き、異状死死因究明支援事業により、報酬や備品等必要な費用を支
援する。（厚生労働省）（再掲）� 【施策番号 59】

○　厚生労働省において、死因究明に係る薬毒物検査における標準品の必要性や、必要
とされる標準品が整備される方策について検討を行い、一定の方向性を明らかにする。
（厚生労働省）� 【施策番号 60】
○　警察において、本格的な薬毒物定性検査を実施する必要がある場合に、必要な検査
を迅速かつ的確に実施することができるよう、科学捜査研究所の体制整備を図る。ま
た、必要に応じて法医学教室等の関係機関とも連携を図る。（警察庁）（再掲）

� 【施策番号 61】
○　警察において、簡易検査キットを用いた予試験の徹底、複数の簡易薬物検査キット
の活用等薬毒物検査の充実を図るとともに、現場の状況等から必要があると認めると
きは、科学捜査研究所において、本格的な定性検査を実施しているところ、引き続き、
必要と認められる場合に、必要な定性検査の確実な実施を図る。（警察庁）

� 【施策番号 62】
○　警察において、死因・身元調査法に基づく検査の適切な実施を推進するため、都道
府県医師会、法医学教室等との連携強化を図る。また、必要な検査を確実に実施する
ことができるよう、その実施体制の見直しを行う。（警察庁）（再掲）� 【施策番号 63】

○　海上保安庁において、簡易検査キットを用いた薬物検査を実施しているところ、引
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き続き、必要があると認めるときは確実に薬毒物に係る定性検査の実施を図る。（海
上保安庁）� 【施策番号 64】

○　文部科学省において、地方において実施する検案、解剖、薬毒物検査等の実施体制
の充実に係る取組に関し、地方公共団体等からの要請に基づき、大学施設等の活用等
を通じて協力するよう、各大学医学部・歯学部関係者が出席する会議等の場を活用し、
要請する。（文部科学省）（再掲）� 【施策番号 65】

（死亡時画像診断の活用）
○　厚生労働省において、各地域において必要な死因究明等が円滑に実施され、その結
果が公衆衛生の向上・増進等に活用される体制が構築されるよう、地方公共団体に対
し、死体検案、解剖、死亡時画像診断、薬毒物・感染症等の検査、身元確認等に係る
専門的機能を有する体制整備に必要な協力を行う。（厚生労働省）（再掲）

� 【施策番号 66】
○　厚生労働省において、各地域における死因究明に関し中核的な役割を果たす医療機
関、大学等について、感染症対策に対応した解剖、死亡時画像診断、薬毒物・感染症
等の検査等を行うための施設・設備を整備する費用を支援する。（厚生労働省）（再掲）

� 【施策番号 67】
○　厚生労働省において、死体検案において疾病の予防・治療を始めとする公衆衛生の
向上及び増進のために必要と判断された解剖、死亡時画像診断、検査が的確に実施さ
れるよう、引き続き、異状死死因究明支援事業により、報酬や備品等必要な費用を支
援する。（厚生労働省）（再掲）� �【施策番号 68】

○　厚生労働省において、日本医師会に委託して、医師及び診療放射線技師を対象に、
死亡時画像診断に関する研修会を実施しているところ、引き続き、日本医師会、関係
学会等と連携して研修内容を更に充実させることにより、死亡時画像診断を行う者の
資質向上を図る。まずは、当該研修会を受講した医師及び診療放射線技師の数を増加
させる。（厚生労働省）（再掲）�� 【施策番号 69】

○　厚生労働省において、引き続き、異状死死因究明支援事業で実施する小児死亡例に
対する死亡時画像診断の情報や医療機関内の小児死亡例に対する死亡時画像診断の情
報を日本医師会に委託してモデル的に収集・分析するほか、警察が実施する小児死亡
例の死亡時画像診断に関しても警察庁等と連携を図り、死亡時画像診断の有用性や有
効に行うための条件等を検証する。また、検証した結果に基づき、死亡時画像診断に
関する研修用の資料を作成するほか、研修内容に反映させる。（厚生労働省）（再掲）

� 【施策番号 70】
○　警察において、死因・身元調査法に基づく検査の適切な実施を推進するため、都道
府県医師会、法医学教室等との連携強化を図る。また、必要な検査を確実に実施する
ことができるよう、その実施体制の見直しを行う。（警察庁）（再掲）� 【施策番号 71】
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○　警察等において、死亡時画像診断の実施に協力を得られた病院との協力関係を強化・
構築することにより、死亡時画像診断を実施する必要があると認められる場合に、確
実な死亡時画像診断の実施を図る。（警察庁、海上保安庁）（再掲）� 【施策番号 72】
○　文部科学省において、地方において実施する検案、解剖、薬毒物検査等の実施体制
の充実に係る取組に関し、地方公共団体等からの要請に基づき、大学施設等の活用等
を通じて協力するよう、各大学医学部・歯学部関係者が出席する会議等の場を活用し、
要請する。（文部科学省）（再掲）� 【施策番号 73】

（7）身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備（法
第 16 条）
○　関係省庁において、大規模災害の発生等に備えた各地域における身元確認体制の構
築を推進するため、日本歯科医師会による、歯科所見による身元確認を行う歯科医師
の体制整備に関し、研修に係る人材派遣や技能向上に必要な情報の還元等を始めとし
た必要な協力を行う。（厚生労働省、警察庁、文部科学省、海上保安庁）（再掲）

� 【施策番号 74】
○　警察において、「身元不明死体情報」と「行方不明者情報」を対照するに当たって、
DNA型記録の照会及び歯科所見情報を含む身体特徴等の照会により身元確認に活用
する「身元確認照会システム」を構築したところ、当該システムを適正かつ効果的に
運用する。（警察庁）（再掲）� 【施策番号 75】

○　警察において、身元不明死体の身元確認のために必要なDNA型鑑定を適切に実施
することができるよう鑑定体制の整備等を図る。また、必要に応じて法医学教室等の
関係機関とも連携を図る。（警察庁）（再掲）� 【施策番号 76】

○　警察庁において、大規模災害等における迅速な歯科所見情報の採取・照合が可能と
なるよう、日本歯科医師会と必要な調整を図り、歯科医師に対する照会要領を定める
など、平素から所要の準備を進める。（警察庁）� 【施策番号 77】

○　厚生労働省において、歯科医療機関が保有する歯科診療情報を身元確認へ活用する
ための大規模データベースの構築に向けて、「口腔診査情報標準コード仕様」により
標準化した口腔診査情報を効率的・効果的に収集するための方策について、関係法令
との整合性を図りつつ個人情報等の取扱いも含めて検討するとともに、電子カルテ等
への「口腔診査情報標準コード仕様」の実装を推進するため、全国の歯科医療関係者
に周知を行うなど、標準化された歯科診療情報を収集・活用するための整備を図る。
また、電子カルテ等に保存されている口腔診査情報以外の歯科診療情報の活用の可能
性についても検討を行う。（厚生労働省）� 【施策番号 78】

○　海上保安庁において、身元不明死体に係る遺伝子構造の検査、歯牙の調査等を実施
する必要があると認めるときは、それらを確実に実施できるよう、引き続き、都道府
県警察、法医学教室、都道府県歯科医師会等との協力関係の強化・構築を図る。（海
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上保安庁）（再掲）� 【施策番号 79】

（8）死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進（法第 17 条）
（死因究明により得られた情報の活用）
○　警察等において、死因・身元調査法に基づき、明らかになった死因がその後同種の
被害を発生させるおそれのあるものであって、必要があると認めるときは、その旨を
関係行政機関に通報する。（警察庁、海上保安庁）� 【施策番号 80】
○　厚生労働省において、関係法令との整合性を図りつつ、解剖、死亡時画像診断等の
情報を収集するデータベースを構築し、異状死死因究明支援事業等を通じてその登録
件数を拡大する。また、製品事故等の社会的問題を発見した場合には、関係行政機関
への速やかな連絡を行う。（厚生労働省）� 【施策番号 81】
○　厚生労働省において、引き続き、解剖や死亡時画像診断の結果を含む異状死死因究
明支援事業等の成果を検証し、その結果を、検案する医師を対象とした専門的な死体
検案研修等に反映すること等により、検案する医師の資質向上を図る。（厚生労働省）
（再掲）� 【施策番号 82】
○　警察において、都道府県医師会と都道府県警察による合同研修会等の積極的な開催
に努めるとともに、検案する医師の資質・能力向上に資するために開催される死体検
案研修等について、警察においても、警察の死体取扱業務の状況や取扱事例の紹介を
行うなどの協力を進める。

　　また、海上保安庁において、引き続き、都道府県医師会及び都道府県警察と調整を
行い、合同研修会等への参画機会の拡充を図る。（警察庁、海上保安庁）（再掲）

� 【施策番号 83】
○　死亡時画像を読影する医師及び撮影する診療放射線技師の資質の向上を図るため、
各都道府県において開催される研修等について、警察においても、死亡時画像診断を
実施した事例の紹介を行うなどの協力を進める。（警察庁）（再掲）� 【施策番号 84】

○　検案する医師が、死亡時画像診断や解剖等の結果と検案結果を比較することができ
るよう、警察等においては、警察等が取り扱う死体に係る解剖・検査等の結果につい
て、捜査への影響等に留意しつつ、検案する医師に効果的かつ効率的に還元する。

　　また、死亡時画像を読影する医師が、解剖結果と読影結果を比較することができる
よう、警察等においては、警察等が取り扱う死体に係る解剖等の結果について、捜査
への影響等に留意しつつ、読影する医師に効果的かつ効率的に還元する。（警察庁、
海上保安庁）（再掲）� 【施策番号 85】

○　厚生労働省において、死因等に関する情報を正確に把握し、効果的に施策に反映す
ることができるよう、死亡診断書（死体検案書）の様式等について必要な見直しを行
うとともに、死亡診断書（死体検案書）の電子的交付について、関係省庁と連携して
検討を進め、実現可能な体制等の方向性を示す。（厚生労働省）（再掲）�【施策番号 86】
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○　厚生労働省において、予防のための子どもの死亡検証（Child�Death�Review）の実
施体制の整備について試行的に実施しているところ、死亡検証により得られた子ども
の死亡の原因に関する情報の収集、管理、活用等の在り方について検討を行い、一定
の方向性を明らかにする。（厚生労働省、内閣府、警察庁、法務省、文部科学省）

� 【施策番号 87】
○　厚生労働省において、地方公共団体による虐待により児童が心身に著しく重大な被
害を受けた事例の分析に資するよう、医療機関及び法医学教室等において虐待による
死亡が疑われると判断した場合には、関係法令との整合性を図りつつ、児童相談所等
の関係機関に情報を共有することについて周知を図る。（厚生労働省）��【施策番号 88】

（死因究明により得られた情報の遺族等に対する説明の促進）
○　司法解剖等の犯罪捜査の手続が行われた死体に係る死因等については、現在も、刑
事訴訟法（昭和 23 年法律第 131 号）第 47 条の趣旨を踏まえつつ、可能な範囲で遺族
等に説明を行っているところ、引き続き、捜査への影響、第三者のプライバシーの保
護等に留意しつつ、丁寧な説明に努め、死者についての情報を知りたいという遺族の
気持ちにできるだけ応えられるよう努める。（警察庁、法務省、海上保安庁）

� 【施策番号 89】
○　犯罪捜査の手続が行われていない死体に係る死因等については、第三者のプライバ
シーの保護に留意しつつも、死因・身元調査法の趣旨を踏まえ、遺族等の要望に応じ、
書面を交付するなど丁寧な説明に努める。（警察庁、海上保安庁）� 【施策番号 90】

○　解剖結果、死亡時画像診断結果、検案結果、身元確認結果等の専門的知識を要する
事項については、解剖等を行った医師や歯科所見を採取して身元確認の異同を判断し
た歯科医師に説明を依頼するなど、遺族等の要望を的確に踏まえた対応に努める。（警
察庁、海上保安庁）� 【施策番号 91】

○　遺族等からの要望があった場合には、死亡診断書（死体検案書）の内容についてで
きるだけ丁寧に説明すべきであることを、死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル
に記載しているところ、日本医師会等を通じてその旨を周知する。（厚生労働省）

� 【施策番号 92】

（9）情報の適切な管理（法第 18 条）
○　死因究明等により得られた情報については、死者及びその遺族等の権利利益等に配
慮して管理する必要があることを踏まえ、当該情報を取り扱う者に対して情報管理の
重要性を周知徹底すること等を通じて、その適切な管理を図る。（厚生労働省、警察庁、
法務省、文部科学省、海上保安庁）� 【施策番号 93】
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4 　推進体制等
（1）推進体制と本計画の見直し

法第 19 条第 7項においては、「政府は、死因究明等に関する施策の進捗状況等を踏ま
え、3年に 1回、本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなけ
ればならない。」とされている。
本規定に基づき、国は、本計画策定後 3年に 1回を目途に、本計画に検討を加え、必

要に応じて見直すこととする。加えて、死因究明等を巡る状況変化を的確に捉えた上で
施策を推進することが重要であることから、各関係省庁の施策について少なくとも毎年
1回のフォローアップを行い、必要な改善方策について各省庁が検討する機会を設ける
こととする。

（2）中長期的な課題について
「3　死因究明等に関し講ずべき施策」において記載したとおり、本計画においては、

国が死因究明等の実務の主体となる地方公共団体や大学の体制等について基礎的な調査
を行い、我が国の死因究明等の状況について一定の指標により実態を把握することとし
ている。把握したデータに基づき、今後、国において施策の評価や地域間の比較を行い、
必要な人材確保、体制整備等についてより明確化することを目指す。その中で、法医学
者や死体検案を行う医師等の人材のキャリアパスを含めた処遇や法医学教室等の地域の
死因究明等を担う機関への支援の在り方についても検討することとする。また、新興感
染症の脅威を踏まえ、解剖に従事する医師、警察等の検視・調査への立会い・検案をす
る医師等の安全確保に向けた方策についても引き続き検討する。
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16　我が国における死因究明のための解剖制度（概要）

我が国における死因究明のための解剖制度（概要）

根拠条文
刑事訴訟法
第168条　等

死因･身元調査法
第６条

死体解剖保存法
第８条

死体解剖保存法
第７条

食品衛生法
第64条

検疫法
第13条

対象死体

　犯罪死体又は犯
罪死体の疑いがあ
る死体

　左記以外の死因
不明の死体であっ
て、被害の拡大・
再発防止措置を講
ずる必要があるか
どうかを判断する
上で、解剖を実施
することが特に必
要なもの

　政令で定める地
域（東京23区、
大阪市、横浜市、
名古屋市及び神戸
市）内における伝
染病、中毒又は災
害により死亡した
疑いのある死体そ
の他死因不明の死
体であって、検案
によっても死因の
判明しないもの

　公衆衛生の向上
又は医学の教育若
しくは研究のため
解剖を実施するこ
とが特に必要な死
体等

　食品、添加物、
器具又は容器包装
に起因し、又は起
因すると疑われる
疾病で死亡した者
の死体であって、
原因調査上必要が
あると認められる
もの

　検疫感染症につ
き、船舶等に対す
る病原体の有無に
関する検査につい
て解剖を行う必要
があると認める死
体

実施主体
検察官、

司法警察員　等
警察署長

海上保安部長等
都道府県知事 解剖を行う医師等 都道府県知事等 検疫所長

裁判官の発する
許可状の要否
（実施要件）

必要

遺族の承諾
（実施要件）

不要 原則必要

不要
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17　死因究明等施策関係予算

（単位：百万円）

内　　　　容
令和４年度
予算額

令和５年度
予算額

対前年度
増減額

警察庁 小　　　　計 3,098 3,221 123

司法解剖に要する経費 2,221 2,297 76

検視に要する経費 152 160 7

死体の調査及び検査に要する経費 365 387 22

死因・身元調査法に基づく解剖の実施に要する経費 270 289 19

死体関連初動捜査の推進に要する経費 1 1 0

検視支援装置の整備に要する経費 26 25 △1

遺体保冷庫の整備に要する経費 2 2 1

死体取扱業務に係る教養に要する経費 51 51 0

身元確認のための歯牙鑑定に要する経費 10 10 0

法務省 小　　　　計 140 137 △3

司法解剖に伴う経費 137 134 △3

検視に要する経費 3 3 0

文部科学省 小　　　　計 40 40 0

基礎研究医養成活性化プログラム 40 40 0

厚生労働省 小　　　　計 262 262 0

死因究明拠点整備モデル事業 48 48 0

死亡時画像診断システム等整備事業

医療施設等設備整備
費補助金（2,218百
万円）及び医療施設
等施設整備費補助金
（2,698百万円）の
内数

医療施設等設備整備
費補助金（2,068百
万円）及び医療施設
等施設整備費補助金
（2,949百万円）の
内数

異状死死因究明支援事業 116 116 0

異状死死因究明支援事業等に関する検証事業
(デジタル庁において一括計上)

10 10 0

死体検案講習会事業 20 20 0

死亡時画像読影技術等向上研修事業 11 11 0

死体検案医を対象とした死体検案相談事業 36 36 0

歯科情報の利活用推進事業 15 15 0

災害歯科保健医療チーム養成支援事業(歯科分野) 5 5 0

こども家庭庁 小　　　　計 109 112 3

予防のためのこどもの死亡検証（Child Death Review）体制整備モデル事業
(令和４年度分は厚生労働省予算）

109 112 3

予防のためのこどもの死亡検証体制整備委託事業
(令和４年度分は厚生労働省予算）

母子保健衛生対策推
進事業委託費（208
百万円）の内数

母子保健衛生対策推
進事業委託費（284
百万円）の内数

海上保安庁 小　　　　計 103 103 1

解剖経費 44 46 1

死亡時画像診断経費 5 4 0

歯牙鑑定経費 1 1 0

検視等医師立会経費 1 1 0

死因究明等に係る研修経費 9 9 0

検視及び死体の調査・検査等に要する経費 43 42 0

総　　　　計 3,751 3,875 124

（注）施策・事業の予算額はそれぞれ四捨五入しているので、合計や差額と一致しない箇所がある。

死因究明等推進施策関係予算状況調べ（令和５年度予算額）

（内数としているものを除く。）

（内数としているものを除く。）
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18　法医学教室における体制及び死体取扱状況

うち
司法解剖

うち
調査法解剖

うち
その他の
解剖

全国 83 152 64 22,604 14,122 10,159 2,731 1,232 10,537 9,027 106
北海道 3 5 4 2,926 904 852 39 13 1,903 887 4
青森県 1 2 1 235 235 235 0 0 0 0 0
岩手県 1 1 0 125 125 116 9 0 61 43 0
宮城県 2 3 1 376 369 297 72 0 191 176 0
秋田県 1 1 0 219 219 170 46 3 219 0 0
山形県 1 2 1 182 182 115 67 0 0 150 0
福島県 1 2 0 339 141 134 7 0 320 57 0
茨城県 1 0 1 92 92 92 0 0 30 50 0
栃木県 2 3 1 215 215 199 16 0 0 0 0
群馬県 1 4 0 460 163 148 15 0 460 0 0
埼玉県 2 4 0 289 289 269 20 0 125 164 0
千葉県 3 8 1 725 701 612 79 10 452 586 3
東京都 12 21 17 3,190 2,200 474 789 937 1,464 1,680 7
神奈川県 5 9 3 2,758 980 670 190 120 916 377 31
新潟県 1 2 0 441 159 155 4 0 302 125 0
富山県 1 5 0 185 185 170 15 0 0 165 0
石川県 2 2 0 150 150 145 5 0 25 0 0
福井県 1 1 1 274 131 117 14 0 274 0 0
山梨県 1 2 0 85 85 82 3 0 1 0 0
長野県 1 1 0 203 203 203 0 0 100 187 57
岐阜県 1 1 0 168 168 156 12 0 0 0 0
静岡県 1 3 1 211 190 169 21 0 0 15 0
愛知県 4 7 0 539 539 415 124 0 91 212 0
三重県 1 2 0 164 161 142 19 0 0 116 0
滋賀県 1 3 8 132 130 107 22 1 0 32 0
京都府 2 5 3 1,153 303 207 81 15 1,153 175 0
大阪府 5 10 3 864 828 761 65 2 569 354 4
兵庫県 2 5 1 737 737 277 366 94 0 280 0
奈良県 1 1 3 202 200 178 22 0 0 54 0
和歌山県 1 2 0 263 263 177 86 0 260 263 0
鳥取県 1 2 1 96 66 50 16 0 94 0 0
島根県 1 2 3 102 102 80 22 0 55 93 0
岡山県 2 2 1 229 195 148 44 3 0 39 0
広島県 1 3 0 117 117 110 7 0 104 92 0
山口県 1 2 1 154 152 114 37 1 0 97 0
徳島県 1 1 0 224 83 78 5 0 143 0 0
香川県 1 2 0 115 115 102 13 0 109 91 0
愛媛県 1 2 0 122 115 102 13 0 60 86 0
高知県 1 2 1 94 94 84 10 0 0 87 0
福岡県 4 5 1 541 489 458 31 0 0 450 0
佐賀県 1 1 0 66 66 58 8 0 0 0 0
長崎県 1 2 4 1,411 175 169 3 3 671 1,411 0
熊本県 1 2 0 189 147 141 6 0 119 143 0
大分県 1 2 0 172 168 152 16 0 12 0 0
宮崎県 1 2 0 29 29 27 2 0 0 0 0
鹿児島県 1 1 1 377 226 198 28 0 254 223 0
沖縄県 1 2 1 664 536 244 262 30 0 67 0

※　薬毒物定性検査実施体数の欄には、ガス（又は液体）クロマトグラフを用いて当該検査を実施した死体の数を計上している。

都道府県

令和４年５月１日時点 令和４年度中

大学等の
法医学教室の

設置数

大学等の
法医学教室の

医師数
(常勤職員)

大学等の
法医学教室の

医師数
(大学院生等)

大学等の
法医学教室
の取扱死体数

うち
解剖実施
体数

うち
死亡時
画像診断
実施体数

うち
薬毒物
定性検査
実施体数

うち
身元確認
のための
DNA型検査
実施体数

※　本表において、大学等の法医学教室とは、大学の法医学に関する講座等及び法医解剖を実施している講座等並びに防衛医科大学校の法医学講座をいう。本表は、大
　学等の法医学教室に対して調査・回答を依頼し、令和５年６月までに得た当該回答を当該法医学教室が置かれている都道府県別に集計したものである。
※　死亡時画像診断実施体数、薬毒物定性検査実施体数及び身元確認のためのDNA型検査実施体数の欄に計上している数には、外部機関に委託して実施したものの数は
　含まない。
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19　監察医務機関における体制及び死体取扱状況

20　海上保安庁における死因究明等に係る体制及び死体取扱状況
令和4年4月1日

全国 86 355 186 52.4% 179 166 13 0 50.4% 45 12.7% 77 21.7%

第一管区
海上保安本部

11 26 20 76.9% 5 5 0 0 19.2% 1 3.8% 3 11.5%

第二管区
海上保安本部

8 28 10 35.7% 13 11 2 0 46.4% 0 0.0% 8 28.6%

第三管区
海上保安本部

11 61 38 62.3% 44 42 2 0 72.1% 1 1.6% 10 16.4%

第四管区
海上保安本部

6 24 0 0.0% 9 9 0 0 37.5% 4 16.7% 2 8.3%

第五管区
海上保安本部

8 30 13 43.3% 17 16 1 0 56.7% 3 10.0% 2 6.7%

第六管区
海上保安本部

10 48 13 27.1% 13 13 0 0 27.1% 15 31.3% 21 43.8%

第七管区
海上保安本部

11 36 18 50.0% 22 22 0 0 61.1% 5 13.9% 11 30.6%

第八管区
海上保安本部

6 15 12 80.0% 8 8 0 0 53.3% 0 0.0% 2 13.3%

第九管区
海上保安本部

5 21 16 76.2% 11 11 0 0 52.4% 3 14.3% 3 14.3%

第十管区
海上保安本部

6 32 12 37.5% 10 10 0 0 31.3% 13 40.6% 15 46.9%

第十一管区
海上保安本部

4 34 34 100.0% 27 19 8 0 79.4% 0 0.0% 0 0.0%

※　第一管区海上保安本部が所轄する区域は、北海道である。
※　第二管区海上保安本部が所轄する区域は、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県である。
※　第三管区海上保安本部が所轄する区域は、茨城県、千葉県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県である。
※　第四管区海上保安本部が所轄する区域は、岐阜県、愛知県及び三重県である。
※　第五管区海上保安本部が所轄する区域は、滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県の一部、和歌山県、徳島県及び高知県である。
※　第六管区海上保安本部が所轄する区域は、岡山県、広島県、山口県の一部、香川県及び愛媛県である。
※　第七管区海上保安本部が所轄する区域は、山口県の一部、福岡県、佐賀県、長崎県及び大分県である。
※　第八管区海上保安本部が所轄する区域は、福井県、京都府、兵庫県の一部、鳥取県及び島根県である。
※　第九管区海上保安本部が所轄する区域は、新潟県、長野県、富山県及び石川県である。
※　第十管区海上保安本部が所轄する区域は、熊本県、宮崎県及び鹿児島県である。
※　第十一管区海上保安本部が所轄する区域は、沖縄県である。
※　鑑識官とは、鑑識業務及び死体取扱業務に係る事務を職務とする海上保安官をいう。

鑑識官数

管区
海上保安本部

実施率
うち

薬毒物検査
の実施体数

うち
死亡時画像診断
の実施体数

令和４年中

うち
解剖実施
体数

死体取扱数

※　薬毒物検査の実施体数及び死亡時画像診断の実施体数は、死因・身元調査法の規定に基づいて実施したものを計上している。

実施率
うち
鑑識官
臨場数

鑑識官
臨場率

解剖率
うち

司法解剖
うち

調査法解剖
うち

その他の
解剖

うち
司法解剖

うち
調査法解剖

うち
その他の
解剖

全国 15 118 23,655 3,387 0 0 3,387 4,345 878 0
東京都 13 56 16,276 2,104 0 0 2,104 2,482 873 0
神奈川県

愛知県 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府 1 45 6,019 255 0 0 255 1,863 5 0
兵庫県 1 11 1,360 1,028 0 0 1,028 0 0 0

※　薬毒物定性検査実施体数の欄には、ガス（液体）クロマトグラフを用いて当該検査を実施した死体の数を計上している。

都道府県

令和４年５月１日時点 令和４年中

監察医務機関
の医師数
(常勤職員)

監察医務機関
の医師数

(非常勤職員)

監察医務機関
の取扱死体数

うち
解剖実施
体数

うち
死亡時
画像診断
実施体数

うち
薬毒物
定性検査
実施体数

うち
身元確認
のための
DNA型検査
実施体数

未　設　置

※　本表は、監察医を置くべき地域を定める政令に規定された地域を管轄する都府県に対して調査・回答を依頼し、令和５年６月までに得た当該回答を集
　計したものである。
※　死亡時画像診断実施体数、薬毒物定性検査実施体数及び身元確認のためのDNA型検査実施体数の欄に計上している数には、外部機関に委託して実施し
　たものの数は含まない。
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21　都道府県警察における死因究明等に係る体制及び死体取扱状況（刑事関係）
令和４年４月１日
時点

全国 382 196,103 150,254 76.6% 18,724 9,016 3,273 6,435 9.5% 184,429 94.0% 18,249 9.3%

北海道警察 17 9,004 7,218 80.2% 865 816 43 6 9.6% 8,427 93.6% 2,702 30.0%

青森県警察 7 2,305 2,193 95.1% 225 225 0 0 9.8% 2,253 97.7% 250 10.8%

岩手県警察 5 1,952 1,680 86.1% 126 119 7 0 6.5% 1,766 90.5% 11 0.6%

宮城県警察 7 3,568 3,039 85.2% 341 274 67 0 9.6% 3,230 90.5% 120 3.4%

秋田県警察 5 1,453 1,453 100.0% 187 145 41 1 12.9% 1,264 87.0% 131 9.0%

山形県警察 7 1,727 1,501 86.9% 169 104 65 0 9.8% 1,590 92.1% 315 18.2%

福島県警察 7 3,109 2,906 93.5% 120 113 7 0 3.9% 2,919 93.9% 1,513 48.7%

茨城県警察 7 4,955 3,689 74.5% 319 241 45 33 6.4% 4,602 92.9% 161 3.2%

栃木県警察 6 3,546 2,614 73.7% 160 141 19 0 4.5% 3,522 99.3% 216 6.1%

群馬県警察 6 3,231 2,805 86.8% 140 130 10 0 4.3% 3,114 96.4% 569 17.6%

埼玉県警察 17 12,030 8,626 71.7% 503 459 40 4 4.2% 10,990 91.4% 330 2.7%

千葉県警察 15 10,805 9,885 91.5% 551 451 94 6 5.1% 10,505 97.2% 510 4.7%

警視庁 30 25,522 14,626 57.3% 4,026 163 788 3,075 15.8% 24,834 97.3% 1,276 5.0%

神奈川県警察 16 14,417 7,176 49.8% 3,163 533 708 1,922 21.9% 13,441 93.2% 435 3.0%

新潟県警察 6 3,316 2,425 73.1% 146 133 5 8 4.4% 3,267 98.5% 113 3.4%

富山県警察 4 1,649 1,649 100.0% 168 156 12 0 10.2% 1,607 97.5% 9 0.5%

石川県警察 5 1,461 1,425 97.5% 138 132 6 0 9.4% 1,400 95.8% 119 8.1%

福井県警察 4 1,336 1,236 92.5% 126 114 12 0 9.4% 1,295 96.9% 255 19.1%

山梨県警察 4 1,245 1,235 99.2% 67 65 2 0 5.4% 1,188 95.4% 636 51.1%

長野県警察 7 2,908 2,161 74.3% 177 177 0 0 6.1% 2,716 93.4% 257 8.8%

岐阜県警察 5 2,642 2,109 79.8% 150 139 11 0 5.7% 2,486 94.1% 317 12.0%

静岡県警察 9 4,694 3,944 84.0% 213 190 21 2 4.5% 4,583 97.6% 244 5.2%

愛知県警察 14 8,525 6,287 73.7% 470 344 126 0 5.5% 7,648 89.7% 1,311 15.4%

三重県警察 5 2,795 2,237 80.0% 141 127 14 0 5.0% 2,658 95.1% 50 1.8%

滋賀県警察 5 1,837 1,670 90.9% 132 101 31 0 7.2% 1,755 95.5% 194 10.6%

京都府警察 7 3,440 3,188 92.7% 292 203 86 3 8.5% 2,484 72.2% 1,079 31.4%

大阪府警察 28 17,010 10,439 61.4% 989 621 114 254 5.8% 16,085 94.6% 66 0.4%

兵庫県警察 15 6,253 5,451 87.2% 1,717 252 376 1,089 27.5% 6,193 99.0% 252 4.0%

奈良県警察 5 2,263 1,707 75.4% 205 182 22 1 9.1% 2,220 98.1% 65 2.9%

和歌山県警察 7 1,675 1,493 89.1% 217 139 78 0 13.0% 1,479 88.3% 85 5.1%

鳥取県警察 5 1,057 1,057 100.0% 66 51 15 0 6.2% 1,018 96.3% 118 11.2%

島根県警察 4 1,001 950 94.9% 91 73 16 2 9.1% 978 97.7% 131 13.1%

岡山県警察 5 2,754 2,600 94.4% 165 117 48 0 6.0% 2,507 91.0% 301 10.9%

広島県警察 8 3,508 3,216 91.7% 107 100 7 0 3.1% 3,257 92.8% 373 10.6%

山口県警察 7 2,294 2,208 96.3% 147 111 35 1 6.4% 2,249 98.0% 129 5.6%

徳島県警察 4 1,078 1,026 95.2% 71 67 4 0 6.6% 1,056 98.0% 344 31.9%

香川県警察 4 1,564 1,464 93.6% 97 87 10 0 6.2% 1,537 98.3% 183 11.7%

愛媛県警察 7 2,133 2,094 98.2% 111 96 15 0 5.2% 2,029 95.1% 207 9.7%

高知県警察 4 1,299 1,228 94.5% 89 81 8 0 6.9% 1,152 88.7% 84 6.5%

福岡県警察 14 6,294 5,326 84.6% 402 373 29 0 6.4% 6,113 97.1% 348 5.5%

佐賀県警察 5 1,157 1,126 97.3% 55 44 8 3 4.8% 1,139 98.4% 124 10.7%

長崎県警察 6 1,567 1,283 81.9% 171 165 3 3 10.9% 1,532 97.8% 502 32.0%

熊本県警察 5 2,409 2,096 87.0% 136 130 6 0 5.6% 1,826 75.8% 706 29.3%

大分県警察 5 1,408 1,344 95.5% 118 104 14 0 8.4% 1,211 86.0% 311 22.1%

宮崎県警察 5 1,467 1,451 98.9% 58 54 4 0 4.0% 1,287 87.7% 288 19.6%

鹿児島県警察 7 2,134 1,641 76.9% 198 175 23 0 9.3% 1,939 90.9% 329 15.4%

沖縄県警察 5 2,306 2,077 90.1% 399 199 178 22 17.3% 2,078 90.1% 180 7.8%

都道府県警察

令和４年中

検視官数 死体取扱数
うち
検視官
臨場数

検視官
臨場率

うち
解剖実施
体数

解剖率

※　検視官とは、原則として、刑事部門における10年以上の捜査経験又は捜査幹部として４年以上の強行犯捜査等の経験を有する警視の階級にある警察官で、警察大学校における法医専門研究
　科を修了した者から任用される死体取扱業務の専門家をいう。
※　死体取扱数には交通関係及び東日本大震災による死者は含まない。
※　薬毒物検査の実施体数及び死亡時画像診断の実施体数は、死因・身元調査法の規定に基づいて実施したものを計上している。
※　薬毒物検査の実施体数には、簡易薬毒物検査キットによる検査のほか、分析機器による検査を行ったものも含まれる。

うち
薬毒物検査
の実施体数

実施率
うち

死亡時画像診断
の実施体数

実施率
うち

司法解剖
うち

調査法解剖
うち
その他
の解剖

資料編
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22　都道府県警察における死体取扱状況（交通関係）

全国 3,356 619 535 12 72 18.4% 44 1.3% 26 0.8%

北海道警察 159 21 21 0 0 13.2% 3 1.9% 3 1.9%

青森県警察 33 5 5 0 0 15.2% 1 3.0% 0 0.0%

岩手県警察 51 4 4 0 0 7.8% 0 0.0% 0 0.0%

宮城県警察 44 12 12 0 0 27.3% 0 0.0% 0 0.0%

秋田県警察 33 7 6 1 0 21.2% 1 3.0% 1 3.0%

山形県警察 28 8 6 2 0 28.6% 2 7.1% 1 3.6%

福島県警察 53 10 10 0 0 18.9% 0 0.0% 0 0.0%

茨城県警察 120 15 5 0 10 12.5% 0 0.0% 0 0.0%

栃木県警察 88 10 10 0 0 11.4% 0 0.0% 0 0.0%

群馬県警察 66 7 6 1 0 10.6% 1 1.5% 0 0.0%

埼玉県警察 179 46 46 0 0 25.7% 0 0.0% 0 0.0%

千葉県警察 194 29 24 0 5 14.9% 0 0.0% 0 0.0%

警視庁 177 52 23 0 29 29.4% 0 0.0% 0 0.0%

神奈川県警察 157 62 61 0 1 39.5% 0 0.0% 0 0.0%

新潟県警察 78 5 5 0 0 6.4% 0 0.0% 0 0.0%

富山県警察 35 10 10 0 0 28.6% 0 0.0% 0 0.0%

石川県警察 22 1 1 0 0 4.5% 0 0.0% 0 0.0%

福井県警察 33 3 3 0 0 9.1% 5 15.2% 5 15.2%

山梨県警察 33 5 4 1 0 15.2% 0 0.0% 0 0.0%

長野県警察 60 11 11 0 0 18.3% 2 3.3% 2 3.3%

岐阜県警察 86 17 16 1 0 19.8% 1 1.2% 1 1.2%

静岡県警察 100 11 11 0 0 11.0% 0 0.0% 0 0.0%

愛知県警察 182 24 24 0 0 13.2% 0 0.0% 0 0.0%

三重県警察 60 15 15 0 0 25.0% 0 0.0% 0 0.0%

滋賀県警察 47 15 15 0 0 31.9% 0 0.0% 0 0.0%

京都府警察 63 5 5 0 0 7.9% 0 0.0% 0 0.0%

大阪府警察 153 42 42 0 0 27.5% 0 0.0% 0 0.0%

兵庫県警察 144 51 26 0 25 35.4% 0 0.0% 0 0.0%

奈良県警察 40 11 11 0 0 27.5% 0 0.0% 0 0.0%

和歌山県警察 32 6 6 0 0 18.8% 0 0.0% 0 0.0%

鳥取県警察 15 4 4 0 0 26.7% 0 0.0% 0 0.0%

島根県警察 22 3 3 0 0 13.6% 0 0.0% 0 0.0%

岡山県警察 74 20 18 0 2 27.0% 0 0.0% 1 1.4%

広島県警察 83 2 2 0 0 2.4% 0 0.0% 0 0.0%

山口県警察 38 2 2 0 0 5.3% 0 0.0% 0 0.0%

徳島県警察 31 2 2 0 0 6.5% 0 0.0% 0 0.0%

香川県警察 52 5 5 0 0 9.6% 20 38.5% 7 13.5%

愛媛県警察 54 8 5 3 0 14.8% 3 5.6% 3 5.6%

高知県警察 31 1 1 0 0 3.2% 0 0.0% 0 0.0%

福岡県警察 99 16 16 0 0 16.2% 0 0.0% 0 0.0%

佐賀県警察 30 2 2 0 0 6.7% 0 0.0% 0 0.0%

長崎県警察 41 4 4 0 0 9.8% 1 2.4% 1 2.4%

熊本県警察 58 9 9 0 0 15.5% 1 1.7% 1 1.7%

大分県警察 41 1 1 0 0 2.4% 0 0.0% 0 0.0%

宮崎県警察 45 1 1 0 0 2.2% 0 0.0% 0 0.0%

鹿児島県警察 51 7 6 1 0 13.7% 1 2.0% 0 0.0%

沖縄県警察 41 12 10 2 0 29.3% 2 4.9% 0 0.0%

都道府県警察

令和４年中

死体取扱数
うち

解剖実施
体数

解剖率
うち

薬毒物検査
の実施体数

実施率
うち

死亡時画像診断
の実施体数

※　薬毒物検査の実施体数には、簡易薬毒物検査キットによる検査のほか、分析機器による検査を行ったものも含まれる。

実施率
うち

司法解剖
うち

調査法解剖
うち
その他
の解剖

※　死体取扱数には刑事関係及び東日本大震災による死者は含まない。
※　薬毒物検査の実施体数及び死亡時画像診断の実施体数は、死因・身元調査法の規定に基づいて実施したものを計上している。
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