
第１２章  薬務課 

 

１ 薬務行政の推進 

（１）現状 

近年の急速な少子高齢化の進展や疾病構造の変化等により、医療を取り巻く環境は大きく変化している。 

中でも県民の生命、健康に直接関わる医薬品等については関心が高く、その品質･有効性･安全性の確保と適正

使用の推進は良質な医療を提供する上でより重要なものとなっていることから以下の施策を実施する。 

 

（２）施策 

ア 薬事対策 

医薬品の使用による健康被害等を未然に防止するため、医薬品の適正使用の推進を図る。また、患者負担

の軽減、医療保険財政の改善に資するため、後発医薬品の安心使用促進を図る。 

さらに、医薬品等の製造販売業、製造業、薬局及び医薬品等販売業者等に対し、許可等事務並びに製造 

販売承認事務を適切に行うとともに、監視指導等を通じ、法遵守の徹底を図る。なお、一般用医薬品の販売

に関しては、薬剤師等による相談及び医薬品のリスクの程度に応じた情報提供等が行われる体制を整備す

るとともに、インターネット等販売における情報提供を適切に行う。 

イ かかりつけ薬剤師・薬局の推進 

「患者のための薬局ビジョン」に基づき、地域包括ケアシステムの中で服薬情報の一元的・継続的把握

や在宅での対応を含む薬学的管理・指導等の機能を果たす「かかりつけ薬剤師・薬局」の推進を図る。 

ウ 毒物劇物の安全確保対策 

毒物劇物による事故等は、甚大な健康被害が発生するおそれがあることから、毒物劇物を取り扱う者に  

対する監視指導や講習会を実施するとともに、事故等発生時には、関係機関と連携を図り迅速かつ的確に 

対応し、被害の拡大防止を図る。 

エ 献血の推進 

国、市町村及び千葉県赤十字血液センターの協力のもと、必要な献血量を確保するため、献血推進キャン

ペーン・月間運動を実施する。また、少子高齢化により献血可能人口が減少するなか、将来にわたって献血

者を安定的に確保するために若年層に対する普及啓発の強化を図る。さらに、適正かつ安全な輸血療法の向

上を図るため、医療機関での血液製剤の適正使用を推進する。 

オ 造血幹細胞移植の推進 

骨髄・末梢血幹細胞移植を必要とする患者が年間約２千人になるなか、広く骨髄バンクの登録を啓発す

る。また、ドナーが骨髄を提供しやすい環境をつくるために、企業・団体等に対して骨髄ドナー休暇制度の

整備を推進する。 

カ 薬物乱用防止対策 

覚醒剤及び若年層での大麻の乱用が社会問題となっていることから、薬物乱用防止対策を包括的に推進

するため、平成２７年４月に施行した「千葉県薬物の濫用の防止に関する条例」等に基づき、関係機関と連

携し、監視指導、広報啓発などの各種対策を強化する。 

キ 飲料水の安全確保対策 

県民の健康な生活に欠くことのできない飲料水の安全確保を図るため、水道施設の監視指導、飲用井戸の

衛生管理に係る広報啓発、水質検査の精度管理事業などを実施する。 

ク 温泉の保護、安全・適正利用対策 

貴重な地下資源である温泉を保護し、採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び 

適正な利用を図るため、温泉の掘削等の許可事務、温泉施設の監視指導等を実施する。 

ケ 災害時等の医薬品等の確保対策 

地震発生時等に備え、必要な医薬品等を備蓄し、迅速かつ円滑に対応をできる体制を整備する。 



２ 薬事関係 

（１）薬事監視指導 

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に基づき、医薬品、医薬部外品、    

化粧品、医療機器等の品質、有効性及び安全性を確保するために、県では薬務課及び保健所（健康福祉センタ

ー）に薬事監視員を配置し、対象施設に対し薬事監視指導を行っている。 

表１ 薬事監視対象許可・届出施設数 

年度 

業態 
１ ２ ３ 

医薬品 

薬 局 1,678 1,708 1,755 

製造業 
専 業 知事 59 60 60 

薬 局 97 94 88 

製造販売業 

第１種 1 1 1 

第２種 12 12 13 

薬局 97 94 88 

店舗販売業 794 812 841 

卸売販売業 211 221 227 

薬種商販売業 1 1  

特例販売業 1 1 1 

配 

置 

販売業 165 152 145 

従事者 291 277 296 

医薬部 

外 品 

製造業 103 109 117 

製造販売業 29 29 33 

化粧品 
製造業 208 221 231 

製造販売業 101 102 104 

医療機器 

製造業 198 208 219 

修理業 188 190 191 

製造販売業 

第1種 25 26 26 

第2種 29 32 34 

第3種 32 34 35 

販売業 
高度管理 1,702 1,770 1,906 

管理 9,361 9,578 9,860 

貸与業 
高度管理 668 707 790 

管理 3,834 3,939 4,050 

体外診断

用医薬品 

製造業 14 14 14 

製造販売業 7 7 7 

再生医療

等 製 品 

製造販売業    

販売業 32 35 44 

計 19,938 20,434 21,176 

    



ア 薬事監視指導 

医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保のため、千葉県薬事監視指導要領に基づき実施している。 

この要領では効率的かつ統一的な監視指導を行うため、年間の監視計画を定めることとされており、  

主に次の事項を重点項目として、監視指導を行っている。 

（ア）薬局、医薬品販売業における管理者等による適正な管理 

（イ）毒薬、劇薬、処方箋医薬品、麻薬及び向精神薬の適正な取扱い 

（ウ）製造販売業（薬局製剤製造販売業を含む。）における適正な記録の作成、保管 

薬事監視指導の状況は、表２のとおりである。 

表２ 薬事監視結果 
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１ 19,938 7,336 498 740 6 4 1 28 6 0 21 7 0 19 648 

２ 20,434 3,187 192 274 5 2 4 4 4 0 3 4 0 9 239 

３ 21,176 4,023 261 391 41 4 0 2 6 0 7 0 1 15 315 

イ 試験検査 

医薬品等の品質確保を図るため、監視対象施設において医薬品等を収去又は任意提供により、衛生研究所

において試験検査を行っている。その結果は表３のとおりである。 

表３ 医薬品等試験検査実施状況 

区分 

年度 
検体数 適 合 不適合 

１ １３ １３ ０ 

２ ２ ２ ０ 

３ ２ ２ ０ 

ウ ＧＭＰ 

医薬品、医薬部外品の製造業の立ち入り検査を実施し、医薬品等の製造管理及び品質管理並びに規則等へ

の適合状況の確認及び指導を行っている。その状況は表４のとおりである。 

表４ 令和３年度ＧＭＰ査察状況                    

区分 

業種 
立入数 

判   定 

適合 概ね適合 要改善 不適合 

医薬品製造業  １５(２２４) ３ ３０ １９１ ０ 

医薬部外品製造業 ０(  ０) ０ ０ ０ ０ 

注：立入数欄の（ ）内は品目数。また、判定は品目毎に実施 



（２）医薬品等の安全対策 

ア 医薬品等に起因する事故 

医薬品等に起因する事故としては、使用した医薬品等が不良品であったため起こる事故、品質が適正で 

あっても使用方法が適切でないため起こる事故、あるいは、予測されない副作用による事故等が     

考えられる。 

令和３年度は、県内で医薬品等に起因する事故として薬事監視指導要領に基づき報告されたものはなか

った。 

イ 医薬品等の相談及び知識の啓発 

医薬品等の正しい知識の欠如から発生する事故及び危被害を防止するため、昭和４８年から「薬事   

アドバイザー制度」を創設し、薬務課に薬事アドバイザーとして薬剤師２名を設置し、医薬品等に関する 

相談対応や正しい知識及び正しい使用方法の普及啓発を行っている。 

相談の状況は、表５のとおりである。 

表５ 薬事相談件数 

区 分 

年 

度 

危
被
害 

広 

告 

表 
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使
用
方
法 
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売 
効
能
効
果 
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格 
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装 

安
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性 

品 

質 

そ
の
他 

計 

医薬品 

１ 5 0 1 104 3 153 3 1 339 32 106 747 

２ 5 1 0 46 6 75 1 2 244 47 73 500 

３ 23 0 1 84 13 75 0 1 364 19 71 651 

医薬部外品 

１ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

２ 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 

３ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

化粧品 

１ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

２ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

３ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

医療機器 

１ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

２ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

３ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

その他 

１ 1 0 0 0 0 1 0 0 8 1 51 62 

２ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 31 35 

３ 2 0 0 0 2 3 0 0 13 0 26 46 

計 

１ 6 0 1 104 3 154 3 1 347 33 158 810 

２ 6 1 0 46 6 75 1 2 249 48 104 538 

３ 25 0 1 84 17 78 0 1 377 19 97 699 

ウ 医薬品等情報の収集・提供 

医薬品の予期されない副作用は多岐にわたり、複数の医薬品の相互作用による副作用も報告されている  

ところであり、これらの情報をデ－タとして収集伝達することにより副作用被害の拡大を防止することは 

重要である。 

現在、厚生労働省ではＷＨＯ（世界保健機関）を通じ、世界の医薬品の副作用情報を収集するとともに  

医薬品製造販売業者等から報告を収集している。 

さらに、平成９年度に従来の医薬品副作用モニター制度等の強化を図るため、「医薬品医療機器等安全性

情報報告制度」が開始され、報告対象を全ての医療機関、薬局に拡大し、医薬品、医療機器等に起因すると

思われる副作用情報、感染症情報、不具合情報を広く医師、歯科医師、薬剤師等から収集している。なお、



この報告は平成１５年７月からは医薬品、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に 

基づき行われている。 

一方、県では、厚生労働省から提供された情報を医療関係者等に伝達するとともに、一般消費者に対し、

リーフレット等により、医薬品等に関する正しい知識の普及に努めている。 

       

（３）生物学的製剤の検定等 

令和３年度における本県の国家検定医薬品製造業者は２社で、生物学的製剤件の検定申請が１７０件あっ

た。検定状況は表６のとおりである。なお、令和２年６月３０日に医薬品、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施行規則が改正されたため、薬事監視員による封印は不要となった。 

表６ 検定状況 

年度 

区分 
１ ２ ３ 

検定件数 １００ １０５ １７０ 

抜 取 １００ １０５ １７０ 

封 印 １００ ３１ ０ 

不合格品 ０ ０ ０ 

 

３ かかりつけ薬剤師・薬局の推進 

（１）医薬分業の動向 

近年、医療機関から発行される処方箋や受取率は全国的に増加を示しているが、令和２年度は新型コロナウ

イルス感染症の影響により処方箋数が減少となった。本県においては、令和３年度における処方箋の発行枚数

は前年の６．７％増の３４，７７８，７４７枚となる一方、処方箋の受取率は、前年度より１．０ポイント減

の７８．４％となっている。 

表１ 処方箋の発行枚数の推移 

年 度 処方箋発行枚数 指数 受取率 

２４ ３３，８６８，２６６ １００ ７１．４ 

２５ ３３，９０８，７８３ １００ ７１．８ 

２６ ３４，５１９，４９６ １０２ ７３．１ 

２７ ３５，５０３，５２９ １０５ ７４．６ 

２８ ３６，３２６，８９６ １０７ ７６．５ 

２９ ３６，５８４，１６６ １０８ ７７．４ 

３０ ３６，９７９，６３１ １０９ ７８．３ 

１ ３７，１２３，３６２ １１０ ７９．２ 

２ ３２，５８５，５１３ ９６ ７９．４ 

３ ３４，７７８，７４７ １０３ ７８．４ 

（指数 平成24年度＝100） 

処方箋受取率全国比較（令和３年度：Ｒ３．３～Ｒ４．２） 

１位 秋田県      ８９．２％ 
２位 青森県      ８６．３％ 
３位 岩手県、新潟県  ８６．０％ 

１７位 千葉県      ７８．４％ 
    全 国      ７５．３％ 



（２）地域に根ざした薬剤師・薬局定着・養成事業 

地域包括ケアシステムを構築する中で薬剤師・薬局が果たすべき役割を確立するため、市町村など関係機関

との地域連携会議及び訪問薬剤管理指導実地研修を実施する。 

 

４ 毒物劇物等 

（１）毒物劇物等の監視指導 

毒物及び劇物取締法に基づき、保健衛生上の危害防止のため、千葉県毒物劇物監視指導要領により実施して

いる。この要領では効果的かつ統一的な監視指導を行うため、年間の監視計画を毎年度定めることとされて 

おり、保管管理、譲渡交付手続き及び事故防止対策等を重点項目として、監視指導を行っている｡ 

監視指導の状況は表１のとおりである。 

  



表１ 令和３年度毒物劇物監視結果  

 

（２）家庭用品の安全対策 

化学工業の発展により各種化学物質が上着や下着等の繊維製品、洗浄剤、ガーデニング用木材等の各種家庭

用品に使用されている。また、一般消費者の生活の用に供される製品には各種の化学物質が使用されている。 

これらの化学物質による各種の健康被害から消費者を保護する目的で「有害物質を含有する家庭用品の  

規制に関する法律」が昭和４９年に施行されている。この法律で規制の対象となっているホルムアルデヒド、

塩化水素、塩化ビニル等について、家庭用品の試買検査を衛生研究所で実施している。令和３年度は、繊維製

品、家庭用化学製品等を対象に１４１検体の検査を行い、基準違反は認められなかった。 

 

５ 献血の推進 

少子高齢化により献血可能人口が減少するなか、医療に必要なすべての血液製剤を国内の献血により確保  

するため、献血意識の向上を図るとともに、将来の献血基盤となる若年層に対する普及啓発の強化を図る。また、

医療機関での血液製剤の適正使用を推進する。 

 

 

（１）献血の状況 

移動採血車により学校、事業所等から協力を得る一方、献血ルームにおいては広く県民の協力による献血を
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製造業 160 46 4 5   1 1 1 1    1 
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法第22条第

1項の者 

令第41条

第1号の者 

7 1        ―     

令第41条

第2号の者 

         ―     

令第41条

第3号の者 

45         ―     

令第41条

第4号の者 

         ―     

法第22条第5項の者 ―    ―  ―  ― ―     

特定毒物研究者 32      ―        

その他 ―              

計 1,613 319 59 79 5 0 6 17 14 29 0 0 0 8 



実施した。令和３年度の献血者数は２３０，４９２人、献血量は１０１，３６９リットルであり、いずれも令

和元年度以降は増加傾向となっている。 

今後の需要増に対応するためには、地域ぐるみの献血推進活動により一層の努力をしていく必要がある。 

 

 

表１ 献 血 実 績 

年 度 受 付 人 員（人） 献 血 人 員（人） 

１ ２５５，２２１ ２２１，８３４

２ ２５１，９２４ ２２６，６７９

３ ２５６，５２７ ２３０，４９２

 

表２ 令和３年度 献血種別実績 

種   別 200mL献血 400mL献血 成分献血 計 

献血人数 ５，６９３人 １５０，８６３人 ７３，９３６人 ２３０，４９２人 

 

（２）血液製剤の供給 

近年の医学の進歩に伴い、赤血球、血漿、血小板等の血液製剤の需要が昭和５４年以後急増してきたが昭和

６１年から医師等に血液製剤使用適正化の説明会を行い血液製剤の供給量はやや減少した。血液製剤は、有効

期限及び血液型等の制約があり効率的な供給を行うためには計画的な採血を実施するとともに供給網の整備が

必要である。 

輸血用血液製剤の供給本数は２４８，７８７本であり、前年度に比べ３，７５５本増であった。 

需要圏の広域化については、関東甲信越ブロック血液センター（日赤本社）を中心に需要調整を行い、   

時期的な不足、特殊血液型不足に対応している。 

  



表３ 血液製剤供給状況                単位：本数 

年度 

製剤別 
１ ２ ３ 

全血製剤 ０ ０ ０

赤血球製剤 １５７，５９８ １６２，１１５ １６５，２４４

血漿製剤 ４６，３３６ ４８，８３７ ４９，２５５

血小板製剤 ３３，４０６ ３４，０８０ ３４，２８８

合 計 ２３７，３４０ ２４５，０３２ ２４８，７８７

 

６ 造血幹細胞移植の推進 

白血病や再生不良性貧血等の血液難病の治療法として行われている造血幹細胞移植については、公平性、公共

性、広域性を確保するため、平成２４年に制定された「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法

律」に基づき、国、（公財）日本骨髄バンク、千葉県赤十字血液センターと相互に連携しながら造血幹細胞提供

者の登録の推進に努めている。また、ドナーが骨髄を提供しやすい環境をつくるために、企業・団体等に対して

骨髄ドナー休暇制度の整備を推進する。 

 

（１）登録状況 

令和３年度は、新たに１，３４１人の登録があり、県内の有効登録者数は１８，６８２人で前年度より増加

した。 

※有効登録者数：登録を取り消された方の数を除いた登録者数 

                                         

  



７ 薬物乱用防止対策 

（１）麻薬、覚醒剤等の取締り 

ア 麻薬 

麻薬は、医療上有用な医薬品であるが、反面この乱用による弊害は、個人はもとより社会的に大きな影響を

及ぼすものであり、医療目的以外の使用が厳しく規制されている。麻薬取扱者に対し、麻薬及び向精神薬

取締法に基づく立入検査を実施し、麻薬の保管、管理、譲渡、譲受、所持、施用等の適正な取扱いについて、

指導を行っている。 

令和３年度は、表１のとおり、対象施設４，３８０か所のうち２７２か所について立入検査を実施した

ところ、７施設に違反が認められた。これらの違反内容の主なものは、帳簿に関する不備である。 

表１ 麻薬関係立入検査状況  ※国が所管する免許のため、計上しない。 
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麻 薬 輸 入 業 者 ※                 

麻 薬 輸 出 業 者 ※                 

麻 薬 製 造 業 者 ※                 

麻 薬 製 剤 業 者 ※                 

家庭麻薬製造業者 ※                

麻 薬 元 卸 業 者 ※                 

計                  

麻 薬 卸 売 業 者 37 4                

麻 薬 小 売 業 者 2,085 226 4   1       2  1   

計 2,122 230 4   1       2  1   

麻
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病 院 291 31 1    
 

    
  

  1  

一般診療所 1,335 9 2    1  
 

  
 

1     

歯科診療所 5                 

飼育動物診療施設 421 1 
 

        
    

  

計 2,052 41 3    1  
 

  
 

1 
  

  

麻 薬 研 究 者 146 1                

け し 耕 作 者                  

け し 研 究 者                  

大 麻 栽 培 者                  

大 麻 研 究 者 60 
 

               

計 206 1                

合  計 4,380 272 7   1 1  
 

  
 

3 
 

1 1  



イ 大麻、けし 

例年、５月、６月の２か月間、不正大麻・けし撲滅運動を実施し、県民に対し大麻・けしについて、啓発を

図るとともに、野生大麻・けしの抜去、不正事犯の防止に努めている。 

令和３年度は、けし５，０５８本を発見し除去した。 

ウ 覚醒剤 

覚醒剤取扱者及び覚醒剤原料取扱者に対し、覚醒剤取締法に基づき立入検査を実施し、覚醒剤及び覚醒剤

原料の不正使用を防止するとともに、保管、管理、譲渡、譲受等の適正な取扱いについて、指導を行っている。 

令和３年度は、表２のとおり、対象施設１０，０５０か所のうち４４０か所について立入検査を実施した

ところ、１施設に違反が認められた。違反内容は、管理・保管に関する違反である。 

表２ 覚醒剤関係立入検査状況  ※国が所管する免許のため、計上しない。 
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覚 醒 剤 研 究 者 77 1              

小  計 77 1              

覚

醒

剤

原

料 

覚醒剤原料輸入業者 ※               

覚醒剤原料輸出業者 ※               

覚醒剤原料製造業者 ※               

覚醒剤原料取扱者 51 10              

覚醒剤原料研究者 10               

薬  局 2,581 402 1    
 

  1      

病院・診療所 6,496 27 
 

 
 

      
 

   

飼育動物診療施設 835               

小  計 9,973 439 1  
 

 
 

  
 

     

合  計 10,050  440 1  
 

 
 

  1      



エ 向精神薬 

向精神薬取扱者に対し、麻薬及び向精神薬取締法に基づき立入検査を実施し、向精神薬の不正使用や不正

な流通を防止するとともに、保管、管理、譲渡、譲受等の適正な取扱いについて、指導を行っている。 

令和３度は、表３のとおり、対象施設１１，４４８か所のうち５１９か所について立入検査を実施したと

ころ、５施設に違反が認められた。これらの違反内容は、事故届及び記録に関するものである。 

表３ 向精神薬関係立入検査状況  ※国が所管する免許のため、計上しない。 

 

（２）薬物乱用防止対策 

覚醒剤事犯の検挙者数は依然として高止まりしており、大麻事犯は若年層を中心に検挙者数が増加している

ことから、関係機関で構成する「千葉県薬物乱用対策推進本部」が主体となり、薬物乱用を許さない社会環境

づくりの推進を図るため、広範な啓発活動を展開している。 

大麻を念頭においた対策として、県下全家庭へのリーフレットの回覧、県内の全・小・中・高等学校に対

して薬物乱用防止読本の配付、ＳＮＳ等のインターネットを利用した広報を行った。 

また、保健所に相談窓口を設置し、薬物に関する相談に応じるとともに、薬物の危険性等に関する正しい

知識の普及を図るほか、関係機関の相談先の紹介を行っている。 

さらに、県下に４６０名を委嘱している「薬物乱用防止指導員」は、薬物乱用防止のための地域活動を展開

するとともに、保健所（健康福祉センター）単位で地区協議会を設置し、組織的な啓発活動の推進を図って

いる。具体的には、令和３年度において、地区協議会運営事業として街頭啓発活動を５７か所で実施し、リー
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フレット等の配布を行ったほか、薬物乱用防止指導員を対象とする研修会、小・中・高等学校の児童生徒等

を対象とする講習会等を行った 

 

（３）危険ドラッグ対策 

危険ドラッグは、麻薬、覚醒剤及び大麻と類似の構造をしており、快感や多幸感を高める作用や、幻覚作用

等を有するものとして近年、インターネットなどで販売され、健康被害の発生や麻薬等の使用の契機となる

ことから、県では、以下の指導取締りを実施している。 

  ア 知事指定薬物の指定 

    本県では、「千葉県薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき、医薬品医療機器等法で規制される指定

薬物と同等以上に幻覚作用、興奮作用、抑制作用等の精神毒性を有する蓋然性の高い薬物を「知事指定薬物」

として指定している。令和３年度は、１６物質を知事指定薬物として指定した。 

イ 危険ドラッグと疑われる製品の買上げ検査 

危険ドラッグと疑われる製品の買上げ検査を行い、衛生研究所において指定薬物等規制物質の検査を

実施し、違法な製品の発見及び排除を行う



８ 水質管理 

水道は、県民が健康で文化的な生活を営む上で欠くことができないものであり、また、多くの県民が利用して  

いることから、各種水道施設により供給される水の安全確保を図ることが必要である。また、飲用井戸の設置者

等は健康被害を未然に防止するため、自己管理の徹底が重要である。 

これらを踏まえ、水道施設等に対する水質管理指導及び自家用井戸水の衛生管理と飲用指導を行っている。 

また、水道は、その形態・規模等により、水道法で「水道用水供給事業」、「水道事業」、「専用水道」、「簡易専 

用水道」に、また、千葉県小規模水道条例で「小規模専用水道」、「小規模簡易専用水道」に、それぞれ分類され

ている。 

これら各水道に対して、保健所（健康福祉センター）等が立入検査を実施し、水質管理等の指導を行っている

ほか、専用水道及び小規模専用水道については、布設工事設計確認及び給水開始前の検査を行っている。 

水道施設数及び立入検査数は表１のとおりである。 

表１ 水道施設数及び立入検査数 

年 

度 

水  道  施  設  数 立
入
検
査
数 

立
入
検
査
率
□
％
□ 

水
道
用
水 

供
給
事
業 

水道事業 専
用
水
道 

簡
易
専
用
水
道 

小規模水道 

計 

上
水
道 

簡
易
水
道 

小
規
模 

専
用
水
道 

小
規
模 

簡
易
専
用
水
道 

R1 0 21 3 42 256 38 76 436 193 44.3 

R2 0 21 3 42 259 39 79 443 125 28.2 

R3 0 21 3 42 258 39 78 441 67 15.2 

（注）市の区域の水道を除く。 

（１） 水道事業及び専用水道 

水道事業及び専用水道は、水道法により、定期又は臨時の水質検査の実施等が事業者に義務付けられて 

おり、これに係る水質検査結果の確認、検査方法及び水道の水質に直接関係する問題についての指導、その

他衛生上の措置についての指導を行っている。 

（２） 簡易専用水道 

簡易専用水道は、水道法により、水槽の定期清掃（年１回以上）の他、管理基準に従った適正な管理を   

行うこと、及びその管理状況について厚生労働大臣の登録を受けた者が行う検査を年1回定期的に受ける 

ことが設置者に義務付けられている。 

検査状況は表２のとおりである。 

表２ 簡易専用水道の検査状況 

年度 施設数 検査数 検査率（％） 

R1 256 228 89.1 

R2 259 221 85.3 

R3 258 217 84.1 

（注）市の区域の簡易専用水道を除く。 

（３） 小規模水道 

千葉県小規模水道条例により、水道法の適用を受けない水道であって、５０人以上の者に飲用水を供給 

する施設を対象として、水道法の規制と同様、安全な飲用水の供給確保を図っている。 

小規模専用水道については、新設・増設等の布設工事設計確認、給水開始前の検査の他、施設基準の遵守、

水質検査等を義務付けることにより、また、小規模簡易専用水道については、給水開始届、管理基準の遵守



等を義務付けることにより、衛生上安全な飲用水の供給が行われるよう指導している。 

 

９ 温泉 

本県の温泉は南房総地区に多いが全県的に分布しており、利用源泉は１４４本で旅館、公衆浴場等２８９施設

に利用されている。房総半島は非火山帯であるため、高温度の温泉は期待できないが、最近は大深度掘削により、

４２度以上の湧出のみられる源泉も掘削されている。 

また、泉質は、ナトリウム－炭酸水素塩泉、ナトリウム－塩化物泉、ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉、    

単純硫黄泉に大別される。 

なお、保健所（健康福祉センター）別による分類は表１のとおりである。 

 

表１ 保健所（健康福祉センター）別温泉数 （令和３年度末現在） 

保健所（健康福祉

センター）名 

利 用 源 泉 数 温 度 別 源 泉 数 

自 噴 動 力 25℃未満 
25℃以上 

 42℃未満 
42℃以上 

習 志 野   2   2   

市  川   5   5  

松  戸   3   3  

野  田  2    2  

印  旛  9   3 6   

香  取    1 1      

海  匝 1 9   7  3  

山  武   4   2 2  

長  生  1  3   4    

夷  隅 7  13 18  2  

安  房 3  48 50  1  

君  津 9  8 12  5  

市  原 2 6 6  2  

千 葉 市  2 0 2  

船 橋 市   1    1  

柏  市  5  4 1 

計 23 121 105 36 3 

 

１０ 災害時等の医薬品等の確保対策 

（１）災害用医薬品等 

千葉県地域防災計画の一環として、震災等災害発生時の初期医療活動に必要な医薬品等を確保し緊急に対応 

するため、必要な医薬品（２７品目）及び衛生材料（１４品目）の保健所（健康福祉センター）等への備蓄を

行っている。 

また、災害時において市町村等から医薬品等の確保について応援要請を受けたときには、各保健所（健康福

祉センター）等に備蓄しているもののほか、千葉県医薬品卸協同組合等との協定に基づき、医薬品卸業者の県

内営業所等から調達し、救護所等に供給する。 

 

（２）防疫用薬剤 



感染症の発生等に際し、県及び市町村の防疫活動を円滑に行うため、初期防疫に必要な医薬品（クレゾール  

石けん液、塩化ベンザルコニウム液、次亜塩素酸ナトリウム溶液）を保健所（健康福祉センター）等に備蓄し、

供給要請に迅速に対処できるよう整備している。 

 

（３）緊急用医薬品 

緊急時の対応を図るため、救急体制を整備するとともに、国有ワクチンの一部（乾燥ボツリヌスウマ抗毒素

ＡＢＥＦ型、乾燥ボツリヌスウマ抗毒素Ｅ型、）を千葉県救急医療センターに備蓄し、供給要請に迅速に対処

できるよう整備している。 

 

（４）抗インフルエンザウイルス薬 

新型インフルエンザの流行による県民の健康被害の拡大や社会機能の低下などの影響を最小限に抑制する 

ため、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき、平成１８年度から抗インフルエンザウイルス薬を、

国が示す備蓄目標量に従い、計画的に確保している。 

 


