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クローズアップ 

クローズアップ  
 

本会理事⾧就任挨拶 
 

5 月 16 日（月）に開催された国保連合会
臨時理事会にて、清山知憲宮崎市⾧が理事
⾧に就任しました。 
 
●就任の挨拶  

このたび 5 月 17 日付をもちまして、宮崎
県国民健康保険団体連合会理事⾧に就任 
いたしました。 

甚だ微力ではありますが、国民健康保険
事業並びに介護保険事業などの健全な運営
と発展のために精励努力いたす所存でござ
いますので、何卒前任者同様ご指導ご鞭撻
を賜りますようお願い申し上げます。 

宮崎県国民健康保険団体連合会  
  理事⾧  清山 知憲  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●本会役員名簿 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役職名 氏名 公職名 

理事⾧ 清山 知憲 宮崎市⾧ 

副理事⾧ 宮原 義久 小林市⾧ 

副理事⾧ 木佐貫 辰生 三股町⾧ 

常務理事 佐野 詔藏 学識経験者 

理事 池田 宜永 都城市⾧ 

理事 読谷山 洋司 延岡市⾧ 

理事 十屋 幸平 日向市⾧ 

理事 半渡 英俊 木城町⾧ 

理事 山室 浩二 門川町⾧ 

理事 甲斐 宗之 高千穂町⾧ 

理事 秦 喜八郎 医師国保組合理事⾧ 

監事 髙橋 透 日南市⾧ 

監事 籾田 学 綾町⾧ 

清山理事⾧（宮崎市⾧） 

任期  自 令和 3 年 7 月通常総会終了から 

至 令和 5 年 7 月通常総会終了まで 

（ 令 和 4 年 5 月 17 日 現 在 ）  

 

お問い合わせ先 総務企画課 総務財政係  
TEL 0985-25-5059 / FAX 0985-83-3359 
E-mail: soumu@kokuhoren-miyazaki.or.jp 
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※国民健康保険等の制度及び運営等に関し、専門的な 
 調査・研究並びに情報交換を目的に設置され、九州 
 各県持ち回りで、例年 5 月に開催されている。 

 九州都市国民健康保険研究協議会会⾧ 加藤 秀之 様 

 

NEWS＆TOPICS

九州都市国保研究協議会の運営等を協議 
●九州都市国保研究協議会 第 2 回運営委員会 

  
5 月 20 日（金）、国保連合会九州地方協

議会及び大分県国保連合会の主管のもと、
九州都市国保研究協議会（※）の具体的な

運営等について協議するため、運営委員会
が Web 会議形式で開催され、本県運営委員
である宮崎市国保年金課課⾧（課⾧補佐が

代理出席）、都城市保険年金課⾧及び本会
事務局⾧が出席しました。 
 運営委員会では、「前年度開催等に係る

決算報告について」、「前年度の陳情結果
報告について」及び「協議会の今後の方向
性について」等の協議が行われ、活発な議

論が展開されました。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
特に、国への陳情活動については、令和 3

年度要望に対する厚生労働省見解が示され
ていない状況ですが、今年度も書面または
現地にて陳情を実施することが決まりまし

た。 
 今後、令和 5 年 1 月に実施する本委員会
及び同年 5 月に実施する本協議会は、宮崎

県が開催県となっており、本会としても、
県内九市と連携し、自県開催の成功に向け
取り組んで参ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先 総務企画課 企画調査係  

TEL 0985-25-5321 / FAX 0985-83-3359 

E-mail: kikaku@kokuhoren-miyazaki.or.jp 

運営委員会の様子 
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こくほ随想 感染症対策の難しさについて 
 

日本年金機構 副理事⾧ 
樽見 英樹 

 
 新型コロナウイルス感染症が発生してからお
よそ２年半になる。最初の頃に比べればこの病
気の性質もかなり解明され、ワクチンも治療薬
もできてきてはいるが、重症化すれば命を脅か
す病気であることは変わりなく、日常生活でも
制約を強いられる状況が続いている。今回は他
の災害対応と比べて感染症対策が持つ難しさに
ついて、考えてみたい。 

感染症対策とはどういうことかについて、最
初にまとめておこう。今回の新型コロナのよう
に海外で発生した場合には、まず、水際対策で
侵入をできるだけ遅らせる。国内で発生が始ま
れば、接触の回避など感染拡大防止策を講じ、
患者の増加のスピードをできるだけ抑える。そ
してその間に医療体制を強化する。併せてワク
チンや治療薬の開発を急ぐ。患者増加のスピー
ドを抑えれば抑えるほど流行のピークも下げる
ことができ、医療体制をつくるための時間も稼
げることになるので、感染拡大防止策をしっか
りやることはとても重要だ。 
 そのために一時的に生活や経済活動の制限を
行わざるを得ないが、しかし他の災害、例えば
地震や水害などと比べると、この制限が及ぶ範
囲はとてつもなく広い。地域的にも時間的にも
そうだ、というだけでなく、見えないところで
感染は起き続けるので、地域や時間の範囲が誰
にもはっきりとは見えない。そしてそのことが
制約感を強くする。さらには、他の災害の時に
は物理的にできないことが制約になるのに対し

て、感染症対策では、一見普通にできること（会
食や旅行など）を我慢してもらわなければなら
ない。 
 したがって、こうした制限を行わなければな
らないということについてどうやって国民の理
解を得るかがとても重要になる。そのために、
専門家の知識をきちんと活用しつつ最低限の制
限としてこれだけはお願いしたいという、納得
感のある説明が必要になる。一方で、そうした
制限を受け入れてもらうための経済的支援など
の施策も必要になる。 
 今回の新型コロナ対策において全体としてこ
れがうまくいったと言えるかどうかは、最終的
に感染状況と、経済面を含めて社会が受けたダ
メージの評価とを踏まえて、さらには国際的に
みて我が国の状況がどうだったかといった点な
ども見ながら、評価されることになるだろうと
思う。 
 しかし、途中でずいぶん言われて「説明が難
しいなあ」と思ったのは、「厚労省や医療界の
対応が遅いから経済活動が制限を強いられる」
という批判だった。この問題提起は、経済活動
を制限して感染拡大を防止することが医療体制
を作るための時間稼ぎだ、という点から見れば、
もっとものように見える。しかし感染症の拡大
するスピードが病院の受け入れ態勢を作るスピ
ードよりも比較にならないほど早い、という現
実を前にすれば、明らかに的外れの批判だ。実
際に厚労省や医療界の対応が遅かったという批
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情報ひろば 

判から逃げるべきではないと思うが、それがど
うあれ、経済活動の一定の制限は、感染者数を
全体として少なくするためにも、まずは必要な
ことなのである。 
 誰も免疫を持っていない新しい感染症はネズ
ミ算的に拡大し得る一方で、入院している人を
退院させて空けるベッドは足し算的にしか増え
ない。あらかじめ備えるなら多くのベッドを空
けた状態で費用をかけて維持しておかなければ
ならない。ということは、考えてみればわかり
そうなことだけれども、そうはならないという

一種非科学的な期待感のようなものが、社会に
あったのではないかと思う。厚労省や医療界の
対応についても、不十分な点をひとつひとつ洗
い出すだけでなく、それがなぜそうなったのか
ということを振り返ることが、今後より適切な
対策をとるために大切だろう。社会的な力学も
視野に入れながら科学的に対応すること。感染
症対策はなかなか容易ではない。 

 
（記事提供 社会保険出版社） 

 

 

【プロフィル】 
樽見 英樹 

（たるみ ひでき） 
 

 

 

 

 

 

 

生年月日  1959 年 11 月 21 日 

日本年金機構 副理事⾧ 
 

【学歴】 

1983年3月  東京大学法学部卒業 

【職歴】 

1983年4月  厚生省入省 

1993年5月  在米国日本国大使館一等書記官 

1998年4月  北海道保健福祉部高齢者保健福祉課⾧ 

2004年7月  総務省行政管理局管理官 

2008年7月  社会保険庁総務部総務課⾧ 

 

2012年9月  厚生労働省大臣官房人事課⾧ 

2013年7月  厚生労働省大臣官房年金管理審議官 

2016年6月  厚生労働省大臣官房⾧ 

2018年7月  厚生労働省保険局⾧ 

2019年7月  厚生労働省医薬・生活衛生局⾧ 

2020年3月  内閣官房新型コロナウイルス感染症対策 

推進室⾧ 

2020年9月  厚生労働事務次官 

2021年10月  厚生労働省退官 

2022年1月  日本年金機構 副理事⾧ 
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（注）数値は、市町村月報集計（速報値）および宮崎県後期高齢者医療広域連合からの提供 

情報ひろば 

データコーナー 

医療費データ 
 
●被保険者の推移 

 
  

256,619 

256,192 
255,852 

255,421
254,576

257,043

256,293

255,433 254,243

253,196
252,493

251,555

250,279

0

250,000

251,000

252,000

253,000

254,000

255,000

256,000

257,000

258,000

R2.11 12 R3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

（人） 国保一般（令和2年11月末現在 ～ 令和3年11月末現在）

176,726 

176,244 

176,181 

176,032 
175,716 

175,414 
175,181 

175,140 

175,160 
175,412 

175,689 
175,971 

176,290 

0

175,000

176,000

177,000

178,000

R2.11 12 R3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

（人） 後期高齢者（令和2年11月末現在 ～ 令和3年11月末現在）
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情報ひろば 

●月別医療費 
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情報ひろば 

 
●国保 1 人当たりの医療費（令和 3 年 3 月診療分～令和 3 年 11 月診療分） 

市町村 

1 人当たり医療費（円） 

前年度比（％） 
 

令和 2 年 3 月～令和 2 年 11 月 令和 3 年 3 月～令和 3 年 11 月  
 順位  順位  

宮崎市 279,634 22 294,701 22 105.4  
都城市 310,773 13 322,444 14 103.8  
延岡市 297,182 17 303,801 18 102.2  
日南市 362,989 3 378,001 3 104.1  
小林市 320,925 10 351,135 6 109.4  
日向市 313,680 12 329,993 11 105.2  
串間市 323,279 9 344,866 9 106.7  
西都市 288,580 20 296,223 19 102.6  

えびの市 367,411 2 358,432 5 97.6  
三股町 300,843 16 322,642 13 107.2  
高原町 329,202 8 345,612 8 105.0  
国富町 280,909 21 294,942 21 105.0  
綾町 305,225 14 290,093 24 95.0  

高鍋町 303,669 15 323,921 12 106.7  
新富町 271,721 23 295,756 20 108.8  

西米良村 416,479 1 367,602 4 88.3  
木城町 253,491 25 309,644 15 122.2  
川南町 263,100 24 291,070 23 110.6  
都農町 292,622 19 304,822 17 104.2  
門川町 294,883 18 337,169 10 114.3  
諸塚村 348,458 5 264,716 26 76.0  
椎葉村 245,527 26 264,992 25 107.9  

高千穂町 317,401 11 350,123 7 110.3  
日之影町 347,803 6 419,529 1 120.6  
五ヶ瀬町 337,855 7 308,076 16 91.2  
美郷町 349,003 4 381,328 2 109.3  

市町村平均 314,574   299,683   95.3  
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＊確定件数・給付費は、国保連合会審査支払データによる。 

＊給付費合計･･･介護給付費、特定入所者介護サービス費、 

高額介護サービス費および総合事業費の合計。 

＊前年度伸び率は、令和 2 年度を 100 とした場合の％の表示。 
情報ひろば 

介護保険だより 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お問い合わせ先 情報・介護課 介護福祉係 

TEL 0985-35-5111 / FAX 0985-25-0260 

E-mail: kaigo@kokuhoren-miyazaki.or.jp 

R2.4月～R3.3月 R3.4月～R4.3月 前年同月比 R2.4月～R3.3月 R3.4月～R4.3月
確定件数合計 確定件数合計 (％) 給付費合計(円) 給付費合計(円) (％) 順位

宮 崎 市 515,294 531,077 103.1 32,000,515,081 32,622,113,793 101.9 7
都 城 市 261,994 262,325 100.1 16,192,350,286 16,148,141,594 99.7 17
延 岡 市 196,133 199,378 101.7 12,897,441,655 12,805,003,067 99.3 22
日 南 市 84,782 85,441 100.8 5,990,187,767 5,984,125,301 99.9 16
小 林 市 73,513 71,271 97.0 5,348,294,500 5,242,281,607 98.0 26
日 向 市 64,235 63,533 98.9 4,835,666,334 4,811,271,863 99.5 19
串 間 市 26,582 26,756 100.7 2,227,841,865 2,244,283,415 100.7 13
西 都 市 44,478 44,613 100.3 3,509,804,128 3,531,487,841 100.6 14
え び の市 37,899 37,658 99.4 2,924,767,509 2,906,573,785 99.4 21
三 股 町 29,445 30,306 102.9 1,981,671,468 1,950,259,302 98.4 24
高 原 町 14,458 14,534 100.5 1,149,645,226 1,159,624,810 100.9 10
国 富 町 31,048 30,804 99.2 2,173,985,014 2,162,988,527 99.5 19
綾 町 10,042 9,854 98.1 787,177,306 801,718,287 101.8 8
高 鍋 町 21,888 22,559 103.1 1,614,802,908 1,627,998,299 100.8 12
新 富 町 16,016 16,479 102.9 1,327,677,221 1,369,795,090 103.2 3
西 米 良村 1,431 1,510 105.5 150,084,536 157,879,445 105.2 2
木 城 町 7,820 7,298 93.3 600,161,356 605,810,966 100.9 10
川 南 町 18,303 17,846 97.5 1,472,974,643 1,457,398,506 98.9 23
都 農 町 12,000 12,076 100.6 909,926,497 938,452,454 103.1 4
門 川 町 23,597 23,434 99.3 1,451,985,528 1,451,939,162 100.0 15
諸 塚 村 2,672 2,592 97.0 204,851,897 231,059,021 112.8 1
椎 葉 村 4,782 4,580 95.8 368,883,273 367,613,421 99.7 17
高 千 穂町 17,018 17,341 101.9 1,282,150,968 1,318,943,593 102.9 6
日 之 影町 6,073 6,011 99.0 623,343,817 630,368,324 101.1 9
五 ヶ 瀬町 4,976 4,686 94.2 390,731,997 402,314,426 103.0 5
美 郷 町 11,306 11,061 97.8 903,445,109 887,553,781 98.2 25
市 町 村計 1,537,785 1,555,023 101.1 103,320,367,889 103,816,999,680 100.5

保険者名
確定件数状況 介護給付費（総合事業を含む）

前年同月比

58,000

59,000

60,000

61,000

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）

(審査分)

令和3年度 令和2年度 令和元年度

介護保険データ（令和 3 年 4 月審査分～令和 4 年３月審査分） 



     

  

9. 国保みやざき vol.2  
国保連行事予定 

国保連行事予定（6 月～8 月）  
 
●6 月 

 
●7 月 

 
●8 月 

 
 
 
 

日 曜 行事 場所 

10 金 レセプト受付日 国保連 本館 1 階ライブラリー室、東別館 1 階受付窓口 

16 木 柔整審査委員会 国保連 本館 2 階第 2 会議室 

18 土 国保審査委員会（～22 日） 国保連 本館 4 階大会議室 

20 月 国保審査小委員会 国保連 本館 2 階第 2 会議室 

22 水 国保合同審査委員会  国保連 本館 4 階大会議室 

23 木 あはき審査委員会 国保連 本館 2 階第 2 会議室 

日 曜 行事 場所 

9 土 レセプト受付日 国保連 本館 1 階ライブラリー室 

10 日 レセプト受付日 国保連 本館 1 階ライブラリー室、東別館 1 階受付窓口 

14 木 柔整審査委員会 国保連 本館 2 階第 2 会議室 

16 土 国保審査委員会（～21 日） 国保連 本館 4 階大会議室 

19 火 国保審査小委員会 国保連 本館 2 階第 2 会議室 

21 木 国保合同審査委員会  国保連 本館 4 階大会議室 

22 金 理事会・通常総会 国保連 本館 4 階大会議室 

26 火 あはき審査委員会 国保連 本館 2 階第 2 会議室 

日 曜 行事 場所 

10 水 レセプト受付日 国保連 本館 1 階ライブラリー室、東別館 1 階受付窓口 

15 月 柔整審査委員会 国保連 本館 2 階第 2 会議室 

19 金 

トップセミナー 宮崎観光ホテル 東館 ２階 紅日向 

国保審査委員会（～23 日） 国保連 本館 4 階大会議室 

国保審査小委員会 国保連 本館 2 階第 2 会議室 

23 火 国保合同審査委員会  国保連 本館 4 階大会議室 

25 木 あはき審査委員会 国保連 本館 2 階第 2 会議室 
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お
住
ま
い
の
市
町
村 

①市町村から 
クーポン券を 
受け取る。 

 

②クーポン券と本人確認書類を持参して、 
医療機関または健診機関で抗体検査を 
受けてください。 
※検査結果は数日後に出ます。 

③検査の結果、抗体が無いことが認められた 
方は、クーポン券と本人確認書類を持参して、 
医療機関で予防接種を受けてください。 

※1 参考:厚生労働省資料より 
※2 本会確定件数 
 

皆で風しんを予防することが子どもを守ることに
つながります。 
パートナーとのお子さんや地域や職場内での 
予防のためにご協力お願いします。 
 

健康診断を受ける医療機関や健診機関で、 
普段の診断項目と一緒に風しん抗体検査を 
受ける方もいらっしゃいます。 
健康診断をこれから受ける方は、ぜひ風しん 
抗体検査もお考えください。 
 

2018 年に風しん患者として届け出された患者のうち男性が約 8 割を占め、中でも 30 代から 50 代の
男性に多いことが指摘された。この原因として、昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日生まれの
男性は、定期接種の機会が 1 度もなく、抗体保有率が低い（免疫が弱い）方が多いことや感染しやすい
職場環境に置かれている方が多いなどが考えられる。 

そのため、昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性に対し、抗体検査、予防接種を
実施するもの。 

昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性の皆様へ!    
風しんの追加的対策へのご協力をお願いします  
●これから生まれてくる子どもを守るために! 
妊娠中の女性が風しんに罹った場合、おなかの中の子どもに下図に示す症状や障害など（先天性風しん
症候群）が見られることがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●宮崎県の風しんの追加的対策（抗体検査）実施状況 

 

 

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 
 
  
●風しんの追加的対策の受診方法 
 
 

 

 

 

 

 

宮崎県内での実施状況（平成 31 年 4 月～令和 4 年 4 月） 

対象者数※1 112,293人 

抗体検査数※2 26,107件 

抗体検査進捗率 23.2% 

クーポン券 

 

本人確認書類 
 

本人確認書類 
 

お問い合わせ先 総務企画課 企画調査係 

TEL 0985-25-5321 / FAX 0985-83-3359 

E-mail: kikaku@kokuhoren-miyazaki.or.jp 
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出典 政府広報オンライン HP 

風しんの追加的対策とは 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

皆さんのまちへ、 

ボクを呼んでください! 

宮崎県国民健康保険イメージキャラクター 

「オレンジくん」 

市町村の皆さまが実施する健康まつりやイベントなどで活用できます。 
詳しくは、本会ホームページをご覧ください。 

 

宮崎県国民健康保険団体連合会 
〒880-8581 宮崎市下原町 231-1 
TEL 0985-25-5321 / FAX 0985-83-3359 
https://www.kokuhoren-miyazaki.or.jp 

■オレンジタイム DVD 
■オレンジくん着ぐるみ 
■体組成計 
■もの忘れ相談プログラム 
■ライフコーダＥＸ（生活習慣記録機） 
■チェッカーくん（足指力測定器） 
■マイクロ CO モニター（呼吸ガス分析装置） 
■健康パネル 
■のぼり 
■はっぴ 
■テーブルクロス 
■ロールアップバナー 
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