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医療従事者のための新型コロナウイルス（COVID-19）  

感染に関する労災Ｑ＆Ａ 

（ ver.1）  

 

  2020.6.3 

全国医師ユニオン 

日 本 労 働 弁 護 団 

 

１ . 労災保険制度について 

Ｑ -１  労 働 者 の 負傷 、疾 病 、障 害 ま たは 死 亡 に つ い て 、労災 と 認 め ら れ

た 場 合 、 ど の よ うな補 償 を 受 け る こ とがで き る で し ょ う か。  

Ａ  労 災 保 険 制 度 に は 、 主 と し て ① 療 養 補 償 、 ② 休 業 補 償 な ど が あ り ま

す 。 亡 く な っ た 場合に は 、 遺 族 補 償 と葬祭 料 が 給 付 さ れ ます。  

【 解 説 】  

⑴  療 養 補 償 給 付 に つ い て  

 負 傷 、 疾 病 が 労 災 と 認 め ら れ た 場 合 、 治 療 中 は 療 養 補 償 が 給 付 さ れ ま

す 。当 該 負 傷、疾 病に 関 す る 診 察、薬 剤・治 療 材 料 の 支 給 、処 置・手 術、

病 院 へ の 入 院 ・ 看護な ど の 療 養 に つ いて給 付 を 受 け る こ とがで き ま す 。  

具 体 的 に は 、① 療養し た 医 療 機 関 が 労災保 険 指 定 医 療 機 関の場 合 に は 、

「 療 養 補 償 給 付 た る 療 養 の 給 付 請 求 書 」 を そ の 医 療 機 関 に 提 出 し て く だ

さ い 。 療 養 費 を 支払う 必 要 は あ り ま せん。  

② 療 養 し た 医 療 機 関 が 労 災 保 険 指 定 医 療 機 関 で な い 場 合 に は 、 一 旦 療

養 費 を 立 て 替 え て 支 払 う こ と に な り ま す。 そ の 後 「 療 養 補 償 給 付 た る 療

養 の 費 用 請 求 書」を、直 接 、労 働基 準 監督 署 長 に 提 出 す ると、そ の 費 用 が
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支 払 わ れ ま す 。  

⑵  休 業 補 償 給 付 に つ い て  

 負 傷 、 疾 病 が 労 災 と 認 め ら れ た 場 合 、 そ の 療 養 の た め に 労 働 す る こ と

が で き ず 賃 金 の 支払い を 受 け な い 場 合、休 業 4 日 目 か ら 休 業補 償 が給 付

さ れ ま す 。 1 日あ たり 給 付 基 礎 日 額 （平均 賃 金 ） の 100 分 の 60 が 支 給 さ

れ ま す 。ま た、併 せて 休 業 特 別 支 給 金とし て 、給 付 基 礎日 額（ 平 均 賃 金 ）

の 100 分 の 20 が 支 給 さ れ る の で 、合計で 給 付 基 礎 日 額（平均 賃 金 ）の 100

分 の 80 に 相 当 す る 給 付 が な さ れ る ことに な り ま す 。  

③  遺 族 補 償 給 付 に つ い て （ 死 亡 さ れ た 場 合 ）  

 死 亡 が 労 災 と 認 め ら れ た 場 合 、 遺 族 補 償 と 葬 祭 料 が 給 付 さ れ ま す 。 遺

族 補 償 は 、 遺 族 補 償 年 金 と し て 給 付 さ れ る の が 原 則 で す が 、 例 外 的 に 遺

族 補 償 一 時 金 と し て 給 付 さ れ る 場 合 も あ り ま す 。 遺 族 補 償 年 金 は 、 労 働

者 の 死 亡 当 時 そ の収入 に よ っ て 生 計 を維持 し て い る 配 偶 者 、子 、父 母 、祖

父 母 、 兄 弟 姉 妹 に 受 給 資 格 が 認 め ら れ て い ま す （ 妻 以 外 の 遺 族 に つ い て

は 年 齢 等 に よ る 制限が あ り ま す）。全 員 がそ れ ぞ れ 受 給 で きるの で は な く 、

こ の う ち 最 先 順 位 の 者 に 受 給 権 が 認 め ら れ て い ま す （ 順 位 は 上 記 し た 順

に よ り ま す ）。遺 族補 償 年 金 の 額 は 、受給 権 者 お よ び 受 給権者 と生 計 を 同

じ く し て い る 受 給資格 者 の 人 数 に 応 じて決 ま り ま す 。  

④  そ の 他 の 給 付 に つ い て  

 労 災 と 認 め ら れた負 傷 、疾 病が「 治 癒」し た と 認 定 され た場 合 、療 養 補

償 と 休 業 補 償 は 打 ち 切 ら れ ま す 。 こ の 段 階 で 、 身 体 に 一 定 の 障 害 が あ る

と き は 、 そ の 障 害の程 度 に 応 じ て 障 害補償 が 給 付 さ れ ま す。  

 ま た 、負 傷、疾 病が 療 養 開 始 後 1 年 6 か 月 を 経 過 し て も「治 癒 」せ ず 、

1 年 6 か 月 を 経 過 し た 日 に お い て そ の負傷 、疾 病 に よ る障 害の 程 度 が 1 級
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～ 3 級 の 程 度 に 達 して い る 場 合 、そ の 状態 が 継 続 し て い る間、傷 害 補 償 年

金 が 給 付 さ れ ま す。  

 

２ . 感染したときの労災補償請求の手続き 

Ｑ -２ -１   COVID-19 の 治 療 に あ た っ てい ま し た が 、 自 分 も感 染 し て し

ま い ま し た 。 労 災 にあ た る と 思 う の で す が 、 ど の よ う な 手 続 き を す れ ば

良 い の で し ょ う か。  

Ａ  事 業 主 に 労 災 申 請 の 手 続 き を と る よ う 求 め ま し ょ う 。 そ れ で も 協 力

し て く れ な い 場 合には 、請 求 書 を 手 に 入れ 、医 師 の 証 明 な どを 得 て 、労 基

署 等 に 提 出 し ま しょう 。  

【 解 説 】  

 ま ず は 、 事 業 主 に 労 災 申 請 の 手 続 き を と る よ う 求 め ま し ょ う 。 多 く の

事 業 主 は 、 労 災 申請の 手 続 き を し て くれる は ず で す 。  

そ れ で も 事 業 主 が 手 続 き を と っ て く れ な い 場 合 に は 、 自 分 で す る ほ か あ

り ま せ ん 。そ の 場 合、労 災 の 請 求 書 を 入手 し ま し ょ う 。労 働基 準 監 督 署で

手 に 入 れ る こ と が で き ま す し 、 厚 生 労 働 省 の ホ ー ム ペ ー ジ で ダ ウ ン ロ ー

ド す る こ と も で きます 。保 険 給 付 を受 ける べ き 者（ 労 働者 ）が 、労 災 事 故

の た め 、 み ず か ら 保 険 給 付 の 請 求 そ の 他 の 手 続 を 行 う こ と が 困 難 で あ る

場 合 に は 、 事 業 主 は 、 そ の 手 続 を 行 う こ と が で き る よ う に 助 力 し な け れ

ば な ら な い と い う 協 力 義 務 が 定 め ら れ て い ま す （ 労 働 者 災 害 補 償 保 険 法

施 行 規 則 第 23 条 ）。  

 ま た 、 労 災 保 険 給 付 の 請 求 書 に は 、 事 業 主 と 医 師 の 証 明 欄 が あ り ま す

が 、被 災 者 か ら 証 明を 求 め ら れ た 事 業主に は 証 明 を す る 義務が あり ま す 。

も っ と も 事 業 主 の 協 力 が 得 ら れ な い こ と も 良 く あ り ま す が 、 こ の 場 合 で
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も 労 基 署 に 事 業 主 の 証 明 を 拒 否 さ れ た こ と を 説 明 し て 、 証 明 の な い ま ま

申 請 す る こ と が で き ま す （ 労 基 署 長 は 職 権 で 調 査 す る こ と に な り ま す ）。 

 上 述 し た と お り 、 療 養 補 償 給 付 の う ち 、 療 養 し た 医 療 機 関 が 労 災 保 険

指 定 医 療 機 関 の 場合に は 、「 療 養 補 償 給付 た る 療 養 の 給 付請求 書 」を そ の

医 療 機 関 に 提 出 してく だ さ い 。そ の 他 の給 付 に つ い て は 、全て 、被 災 労 働

者 の 所 属 す る 事 業 場 の 所 在 地 を 管 轄 す る 労 働 基 準 監 督 署 に 提 出 し て く だ

さ い 。  

 請 求 で き る の は、被 災 労 働 者 で す（ 死亡 して い る 場 合 はその 遺 族 で す ）。

弁 護 士 を 代 理 人 として 請 求 す る こ と もでき ま すの で ご 相 談くだ さ い 。  

 

３ . 労災認定について 

Ｑ -３ -１  厚 生 労 働 省 か ら 「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 労 災 補 償 に お

け る 取 扱 い に つ いて」（ 基 補 発 0428 第 1 号 令 和 2 年 4 月 28 日 ）（ 以 下

「 4.28 通 達 」）と いう も の が 発 出 さ れたと 聞 い て い ま す 。その 内 容 を 教

え て く だ さ い 。  

Ａ  具 体 的 な 感 染経路 が 特 定 さ れ な くても 、「 患 者 の 診 療 」に従 事 す る 医

師 な ど 医 療 従 事 者 等 が 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に 感 染 し た 場 合 に は 、 原 則

と し て 労 災 保 険 給 付 の 対 象 に な る と さ れ ま し た （ こ の 患 者 は 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス に 感 染した 患 者 に 限 定 さ れませ ん ）。  

【 解 説 】  

⑴  労 基 法 施 行 規 則 別 表 第 １ の ２ ・ 第 6 号  

労 災 と 認 め ら れ る た め に は 、 そ の 負 傷 、 疾 病 、 傷 害 又 は 死 亡 が 「 業 務

上 」の も の で ある と認 め ら れ な け れ ばなり ま せ ん 。こ の「 業務 上 」は 業 務

起 因 性 と も 呼 ば れるこ と が あ り ま す 。「業 務 上 の 疾 病 」に つい て 、労 基 法
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施 行 規 則 は 別 表 第 １ の ２ に お い て 、 医 学 的 に 業 務 に 起 因 し て 発 生 す る 可

能 性 が 高 い 疾 病 を 有 害 因 子 と 業 務 の 種 類 ご と に 類 型 的 に 列 挙 し て い ま す 。 

別 表 第 １ の ２・第６号 に は「 細 菌 、ウ イル ス 等 の 病 原 体 による 次 に 掲 げ

る 疾 病 」と し て 、「 1 患 者 の 診 療 若 しくは 看 護 の 業 務 、介 護の 業 務 又 は 研

究 そ の 他 の 目 的 で 病 原 体 を 取 り 扱 う 業 務 に よ る 伝 染 性 疾 患 」 や 「 ５  １

か ら ４ ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 こ れ ら の 疾 病 に 付 随 す る 疾 病 そ の 他 細

菌 、 ウ イ ル ス 等 の 病 原 体 に さ ら さ れ る 業 務 に 起 因 す る こ と の 明 ら か な 疾

病 」 が 定 め ら れ ていま す 。  

⑵  ４ ． ２ ８ 通 達  

そ し て 、4.28 通 達 は、新 型 コ ロ ナウ イ ルス 感 染 症 が 、「当 分の 間 、別 表

第 6 号 5（ ５  １ か ら ４ ま で に 掲 げ るもの の ほ か 、こ れ ら の疾 病 に 付 随 す

る 疾 病 そ の 他 細 菌 、 ウ イ ル ス 等 の 病 原 体 に さ ら さ れ る 業 務 に 起 因 す る こ

と の 明 ら か な 疾 病 ）の 運 用 に つ い て は 、 調 査 に よ り 感 染 経 路 が 特 定 さ れ

な く と も 、 業 務 に よ り 感 染 し た 蓋 然 性 が 高 く 、 業 務 に 起 因 し た も の と 認

め ら れ る 場 合 に は 、 こ れ に 該 当 す る も の と し て 、 労 災 保 険 給 付 の 対 象 と

す る 」 と し て い ます。 具 体 的な 取 扱 いは、 以 下 の と お り です（ 4.28 通 達

は「 国 外 の 場 合」につ い て も 触 れ て います が 、こ こ で は「 国内 の 場 合 」に

限 定 し て 解 説 し ます）。  

 ア  医 療 従 事 者 等  

国 内 の 医 療 従 事 者につ い て は 、「患 者 の診療 若 し く は 看護 の業務 又 は 介

護 の 業 務 等 に 従 事 す る 医 師 、 看 護 師 、 介 護 従 事 者 等 が 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル

ス に 感 染 し た 場 合 に は 、 業 務 外 で 感 染 し た こ と が 明 ら か で あ る 場 合 を 除

き 、原 則 と し て 労 災保 険 給 付 の 対 象 となる」と さ れ て い ま す。こ れ に よ っ

て 、具 体 的 な 感 染 経路 を 特 定 で き な くても 、「 患 者 の 診 療 若し く は 看 護 の
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業 務 又 は 介 護 の 業 務 等 に 従 事 」 し て い る医 療 従 事 者 等 は 、 原 則 と し て 労

災 保 険 給 付 の 対 象とな る こ と に な り ます。  

こ こ で 重 要 な の は 、こ の「 患 者 の 診 療 」に お け る「 患 者 」とは 、新 型 コ

ロ ナ ウ イ ル ス に 感 染 し た （ 又 は 感 染 の 疑 い の あ る ） 患 者 に 限 定 さ れ な い

こ と で す 。同じ く 、「 看 護 の 業 務」、「 介護 の 業 務 」につ い ても 新 型 コ ロ ナ

ウ イ ル ス に 感 染 した者 の「 看 護 」や「 介護 」に 限 定 さ れま せん 。新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス は 、「 症 状 が な く と も 感 染 を 拡 大 さ せ る リ ス ク 」が あ る た め 、

そ も そ も「 感染 の 疑い の あ る 患 者」を 特定 す る こ と は で きない た め で す 。  

ま た 、「 患 者 の 診 療 」を す る「 医 師 」は、感 染 症 科 や 内科 等の 医 師 に 限

定 さ れ る も の で は な く 、 全 て の 診 療 科 の 医 師 も 含 ま れ、 歯 科 医 師 も 含 ま

れ ま す 。 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス に 感 染 し た 疑 い の あ る 患 者 を 診 察 す る 可 能

性 が あ り 、 ま た 患 者 と 近 接 し て 診 療 行 為 を 行 う た め 、 当 然 に 対 象 に な る

の で す 。 歯 科 医 師 と 同 じ 職 場 で 勤 務 す る 歯 科 衛 生 士 や 看 護 師 も 対 象 に な

り ま す 。  

「 患 者 の 介 護 の 業務」 に 従 事 す る 看 護師も 同 様 の 解 釈 に なりま す 。  

さ ら に 、「 介 護 の 業 務 」は、病 院 や診 療所 に お け る も の に限定 さ れる の

で は な く 、 高 齢 者 施 設 、 障 害 者 施 設 に お け る 「 介 護 の 業 務 」 も 含 ま れ ま

す 。 こ の 通 達 の 趣 旨 は 、 広 く 場 所 を 問 わ ず に 介 護 の 業 務 に 従 事 す る 労 働

者 に も 適 用 し よ う と す る も の と 解 さ れ る の で 、 訪 問 介 護 に 従 事 す る 労 働

者 も 対 象 と な る と考え ら れ ま す 。  

当 然 で す が 、高 齢者施 設 、障 害 者 施 設にお け る「 患 者 の 診療若 し く は看

護 の 業 務 」 も 同 様です 。  

イ  医 療 従 事 者 等 以 外 の 労 働 者 で あ っ て 感 染 経 路 が 特 定 さ れ た も の  

ア の 医 療 従 事 者 等 以 外 の 労 働 者 で あ っ て も 、 感 染 源 が 業 務 に 内 在 し て
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い た こ と が 明 ら か に 認 め ら れ る 場 合 に は 、 労 災 保 険 の 対 象 と な り ま す 。

つ ま り 、感 染 経路 が特 定 さ れ 、「業 務 によ り 感 染 し た 」と 認め ら れ る 場 合

で す 。  

ウ  医 療 従 事 者 等 以 外 の 労 働 者 で あ っ て 上 記 イ 以 外 の も の  

さ ら に 、 調 査 に よ っ て 感 染 経 路 が 特 定 さ れ な い 場 合 で あ っ て も 、 感 染

リ ス ク が 相 対 的 に高い と 考 え ら れ る、下記（ ア ）（ イ ）の よう な 労 働 環 境

下 で の 業 務 に 従 事 し て い た 労 働 者 が 感 染 し た と き に は 、 業 務 に よ り 感 染

し た 蓋 然 性 が 高 く 、 業 務 に 起 因 し た も の と 認 め ら れ る か 否 か を 、 個 々 の

事 案 に 即 し て 判 断するこ と と さ れ て います 。な お 、（ ア ）（ イ ）は「 感 染 リ

ス ク が 相 対 的 に 高 い と 考 え ら れ る 労 働 環 境 下 で の 業 務 」の 例 示 で あ って 、

こ れ に 限 ら れ る もので は あ り ま せ ん 。  

 （ ア ）複 数（ 請 求人 を 含 む ）の 感染 者が 確 認 さ れ た 労 働環境 下 で の 業 務  

   こ の「 複 数 」と は 、労 災 申 請 を する 者 を 含 め て ２ 人以上 と い う こ と

で す 。 典 型 例 と し て は 、 自 分 が 就 労 す る 事 業 所 、 事 務 所 、 店 舗 、 工

場 な ど の 職 場 で 自 分 を 含 め て ２ 人 以 上 の 感 染 者 が 確 認 さ れ た よ う な

職 場 で 働 い て い た 場 合 で す 。 こ の 場 合 、 請 求 人 以 外 の 他 の 労 働 者 が

感 染 し て い る 場 合 の ほ か 、 例 え ば、 施 設 利 用 者 が 感 染 し て い る 場 合

等 も 含 ま れ ま す 。  

 （ イ ） 顧 客 等 との近 接 や 接 触 の 機 会が多 い 労 働 環 境 下 での業 務  

例 え ば 、 ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト や デ パ ー ト な ど 比 較 的 規 模 の 大 き い

小 売 店 だ け で な く 、 中 規 模 ・ 小 規 模 の あ ら ゆ る 小 売 店 や飲 食 店 等 で

働 く 労 働 者 も 対 象 と な り ま す 。 ま た 、 直 接 顧 客 と 相 対 し て 物 や サ ー

ビ ス の 売 買 を す る 販 売 業 務 に 従 事す る 労 働 者 も 該 当 し ま す 。 そ の 他

に も 、 バ ス ・ タ ク シ ー 等 の 運 送 業 務 、 育 児 サ ー ビ ス 業 務等 が 想 定 さ
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れ ま す 。  

 

Ｑ -３ -２  私 は 、 COVID-19 患 者 の 診 療 を行 っ て い ま す。 私が、 COVID-19

に 感 染 し た 場 合 、労災 に な る で し ょ うか。  

Ａ  原 則 と し て 労災に な り ま す 。  

【 解 説 】  

 上 記 4.28 通 達 のと お り 、「 患 者 の 診療 」 を 行 っ て い る全て の 医 師 が 新

型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に 感 染 し た 場 合 、 業 務 外 の 私 生 活 や 私 的 な 旅 行 先 等 で

感 染 し た こ と が 明 ら か な 場 合 を 除 き 、 原 則 と し て 労 災 保 険 給 付 の 対 象 と

な り ま す 。こ の「 患者 」は 、新 型 コロ ナウ イ ル ス に感 染 した（ 又 は 感 染 の

疑 い の あ る ） 患 者 に 限 定 さ れ ま せ ん が 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 患 者 の 診 療

を 行 っ て い れ ば その感 染 経 路 は よ り 明確に な り ま す 。  

 

Ｑ -３ -３  私 の 病 院 は COVID-19 の 確 定 診 断 を 受 け た 患 者 の 診 療 を 行 っ

て い ま す が 、 私 は 直 接 そ の 診 療 を 行 っ て い る わ け で は あ り ま せ ん 。 こ の

場 合 、 COVID-19 に 感染 し て も 労 災 に ならな い の で し ょ う か？  

Ａ  「 患 者 の 診 療」を 行 っ て い れ ば 、原則 と し て 労 災 が 認めら れま す 。  

【 解 説 】  

 上 記 4.28 通 達 は 、「 患 者 の 診 療 」 を行っ て い る 医 師 が 新型コ ロ ナ ウ イ

ル ス に 感 染 し た 場 合 、 原 則 と し て 労 災 保 険 給 付 の 対 象 と さ れ る と し て い

ま す 。そ し て、こ の「 患 者」は 、新 型 コロ ナ ウ イ ル ス に 感染し た（ 又 は 感

染 の 疑 い の あ る ） 患 者 に 限 定 さ れ ま せ ん の で 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に 感

染 し た こ と が 明 らかな 患 者 を 診 療 し ていな く て も 、「 患 者 の診 療 」を し て

い れ ば 、 原 則 と して労 災 保 険 給 付 の 対象と な り ま す 。  
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Ｑ -３ -４  私 の 病 院 は COVID-19 の 確 定 診 断 を 受 け た 患 者 の 治 療 を 行 っ

て い ま す が 、 私 は 直 接 そ の 治 療 を 行 っ て い る わ け で は あ り ま せ ん 。 病 院

で は 院 内 感 染 で 数 人 の ス タ ッ フ が COVID-19 に 感 染 し て 労 災 を 認 め ら れ

て い る 人 も い ま すが、私 の 場 合 は 感 染 経路 が 不 明 確 で あ ること を 理 由 に 、

労 災 が 認 め ら れ ま せ ん で し た 。 納 得 が い か な い の で す が ど う す れ ば よ い

の で し ょ う か 。  

Ａ  労 働 局 に 対 し審査 請 求 を し ま し ょう。  

【 解 説 】  

 労 基 署 長 か ら の 労 災 不 支 給 決 定 に 対 し て は 、 各 都 道 府 県 労 働 局 内 の 労

働 者 災 害 補 償 保 険 審 査 官 に 対 し 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す 。 さ ら に

ま た 、 そ の 審 査 官 の 決 定 に 不 服 が あ れ ば 、 厚 生 労 働 省 本 省 内 の 労 働 保 険

審 査 会 に 対 し 再 審査請 求 を す る こ と もでき ま す 。  

 な お 、 労 基 署 長 の 決 定 に 不 服 が あ れ ば 、 労 災 保 険 審 査 官 へ の 審 査 請 求

手 続 を 経 れ ば 、 労 災 保 険 審 査 会 へ の 再 審 査 請 求 を 行 わ な く て も 、 取 消 の

訴 え を 裁 判 所 に 提 起 す る こ と が で き ま す 。 ま た 、 労 災 保 険 審 査 官 が 審 査

請 求 後 3 か 月 を 経 ても 決 定 を し な い ときは 、 審 査 請 求 を 棄却し た も の と

み な す こ と が で きます （ 取 消 の 訴 え を提起 す る こ と が で きます ）。  

 Q-3-1～ 3 で 説 明 した と お り 、COVID-19 の 確 定 診 断 を 受 けた患 者 の診 療

を 行 っ て い な く ても、「 患 者 の 診 療 」をし て い れ ば 、原 則 とし て 労 災 保 険

給 付 の 対 象 と な り ま す 。 に も か か わ ら ず 、 労 災 が 認 め ら れ な い の は 明 ら

か に 不 当 で す 。 審査請 求 を 行 い ま し ょう。  

 

Ｑ -３ -５  私 は 歯科医 師 で 、COVID-19 の治 療 は 行 っ て い ません 。し か し 、
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口 を 開 け た ま ま の 歯 の 治 療 は 唾 液 が 飛 び 散 っ た り す る の で 、 も し 患 者 が

COVID-19 に 感 染 し てい た 場 合 （ 本 人 が感染 に 気 付 い て い ないケ ー ス も あ

る と 思 い ま す ） は、私 が 感 染 す る 可 能性は 極 め て 高 い と 考えま す 。  

Ａ  歯 科 医 師 で あ っ て も 、 患 者 の 診 療 を 行 っ た の で あ れ ば 原 則 と し て 労

災 が 認 め ら れ ま す。  

【 解 説 】  

 上 記 4.28 通 達 は 、「 患 者 の 診 療 」 を行っ て い る 医 師 が 新型コ ロ ナ ウ イ

ル ス に 感 染 し た 場 合 、 原 則 と し て 労 災 保 険 給 付 の 対 象 と さ れ る と し て い

ま す 。こ の「患 者 」は 新 型 コ ロ ナ ウ イルス に 感 染 し た（又 は感 染 の 疑 い の

あ る ）患 者 に限 定 され ま せ ん し 、「 医 師」に は 歯 科 医師 も 含ま れ ま す 。で

す の で 、 歯 科 医 師 と し て 患 者 の 歯 の 治 療等 の 診 療 を 行 い 、 新 型 コ ロ ナ ウ

イ ル ス に 感 染 し た場合 、原 則 と し て 、労災 保 険 給 付 の 対 象とな り ま す 。ま

た 、 歯 科 医 師 と 同 じ 職 場 で 勤 務 し て い る 歯 科 衛 生 士 や 看 護 師 も 対 象 と な

り ま す 。  

 

４ . 大学院生などの無給医の労災について 

Ｑ -４ -１  私 は 、大学 病 院 で 診 療 を 行 い COVID-19 の 治 療 に あた っ て い ま

す が 、 い わ ゆ る 無給医 で 大 学 と の 間 に契約 書 も あ り ま せ ん。私 が COVID-

19 に 感 染 し た 場 合 、労 災 を 受 け る こ とがで き る の で し ょ うか。  

Ａ  い わ ゆ る 無 給 医 で あ っ て も 病 院 等 で の 診 療 に 従 事 し て い れ ば 、 原 則

と し て 労 災 保 険 の対象 と な り ま す 。  

【 解 説 】  

 労 災 保 険 は 、「労 働者 」を 対 象と する もの で す 。そ し て、その「 労 働 者 」

に つ い て は 、労働 基準 法 上 の「 労 働者 」と 同 様と 解 釈 さ れてい ま す 。労 働
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基 準 法 2 条 １ 項 は 、労 働 者 を 「 使 用 者に使 用 さ れ て 労 働 し、賃 金 を 支 払

わ れ る 者 」と 定 義 され て い ま す 。こ の 点、大 学 病 院 で 臨 床 研修 を 受 け てい

る 研 修 医 の 労 働 者 性 が 問 題 と な っ た 事 案 に お い て 、 最 高 裁 は 「 研 修 医 が

こ の よ う に し て 医 療 行 為 等 に 従 事 す る 場 合 に は ， こ れ ら の 行 為 等 は 病 院

の 開 設 者 の た め の 労 務 の 遂 行 と い う 側 面 を 不 可 避 的 に 有 す る こ と と な る

の で あ り ， 病 院 の 開 設 者 の 指 揮 監 督 の 下 に こ れ を 行 っ た と 評 価 す る こ と

が で き る 限 り ， 上 記 研 修 医 は 労 働 基 準 法 ９ 条 所 定 の 労 働 者 に 当 た る 」 と

判 断 し ま し た （ 関西医 科 大 学 研 修 医 事件・ 最 判 平 成 17.6.3 民 集 59 巻 5

号 938 頁 ）。  

 で す の で 、 あ な た が 大 学 病 院 に お い て 、 診 療 等 の 医 療 行 為 に 従 事 し て

い る 限 り 、「労 働 者」と 解 さ れ、労 災 保険 の 対 象 と な り ます。文 部 科 学 省

高 等 教 育 局 医 学 教 育 課 長 が 、 各 国 公 私 立 大 学 病 院 長 宛 に 出 し た 事 務 連 絡

（ 令 和 ２ 年 ４ 月 ２２日付 け ）「 新 型 コ ロ ナウ イ ル ス 感 染 症 の診療 に 従 事 す

る 大 学 院 生 等 の 適正な 雇 用・労務 管 理 につ い て」で も 、「 大学 院 生 等 が 診

療 等 に 従 事 し て い る 場 合 に は 、 雇 用 契 約 を 締 結 し 賃 金 を 支 払 う な ど 適 切

に 雇 用 ・ 労 務 管 理 を 行 い 、 合 理 的 な 理 由 な く 給 与 が 支 給 さ れ な い 事 案 が

生 じ な い よ う ご 留意願 い ま す 。」 と し てい ま す 。  

 な お 、 大 学 病 院 か ら 何 ら か の 金 員 が 不 十 分 で も 支 払 わ れ て い れ ば 以 上

の よ う に 解 さ れ ま す が 、 全 く 金 員 が 支 給 さ れ て い な い よ う な 場 合 は 「 賃

金 を 支 払 わ れ る 者 」と 言 え る か に つ いて検 討 が 必 要 で す 。必ず 、弁 護 士 に

相 談 し て く だ さ い。  

 

Ｑ -４ -２  私 は いわゆ る 無 給 医 で 、 大学病 院 か ら は 月 に 4 万円 の 手 当 し

か も ら っ て い ま せん。大 学 病 院 で COVID-19 患 者 の 診 療 を 行 って 感 染 し た
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場 合 の 労 災 補 償 の休業 補 償 給 付 は 4 万 円が 基 礎 と な るの でしょ う か 。  

Ａ  休 業 補 償 給 付 の 算 定 に あ た っ て は 、少 な く と も 最 低 賃 金 に ひ き な お

さ れ ま す 。 ま た 、賃金 規 程 が 適 用 さ れない か も 検 討 す べ きです 。  

【 解 説 】  

 Q1 で 解 説 し た とお り 、休 業 補 償 は、１ 日 に つ い て 給 付基礎 日 額 の 100

分 の 80 が 支 給 さ れ ます（ 休 業（ 補 償 ）給 付＝ 60％ ＋ 休 業 特 別支給 金 ＝ 20％ 。

労 災 保 法 14 条 、労 働者 災 害 補 償 保 険 特別支 給 金 支 給 規 則 3 条）。そ し て 、

こ の 給 付 基 礎 日 額は、労 働 基 準 法 12 条 の 平 均 賃 金 に 相 当 する額 と さ れ て

い ま す（ 労 災 保 法 8 条 ）。具 体 的 に は 、疾 病 の 発 生 が 確 定した 日 以 前 3 か

月 間 に 「 そ の 労 働 者 に 対 し 支 払 わ れ た 賃 金 の 総 額 を 、 そ の 期 間 の 総 日 数

で 除 し た 金 額 」を 言い ま す（ 労 働 基準 法 12 条 、労 災 保 法 8 条 ）。例 え ば 、

疾 病 発 生 前 3 ヶ 月 間 に 90 万 円 （ こ こ に は 残 業 代 や 通 勤手当 も 含 ま れ ま

す ）支 払 わ れ 、当 該賃 金 計 算 期 間 が 90 日 間 だ っ た 場 合 、給付 基 礎 日 額 は

1 万 円 と な り ます （よ っ て 、 休 業 補 償とし て は 1 日 あた り 8000 円 が 支 払

わ れ ま す ）。  

 こ の と き 、「 そ の労 働 者 に 対 し 支 払われ た 賃 金 の 総 額 」は強 行 法 規 に 反

し た も の で あ っ て は な り ま せ ん 。 で す の で 、 最 低 賃 金 を 下 回 る 賃 金 し か

実 際 に は 支 払 わ れ て い な い 場 合 で も 、 最 低 賃 金 が 「 そ の 労 働 者 に 対 し 支

払 わ れ た 賃 金 」と なり ま す 。Q-4-1 で 説明 し た と お り 、い わゆ る「 無 給 医 」

も 労 働 者 と 認 め ら れ ま す の で 、 最 低 賃 金 法 の 適 用 対 象と 考 え ら れ ま す 。

そ し て 、 月 4 万 円 の支 給 は 最 低 賃 金 に達し て い ま せ ん の で、最 低 賃 金 に

ひ き な お し て 計 算され な け れ ば な り ません 。ま た 、 も し あなた が 1 日 8

時 間 以 上 あ る い は 週 40 時 間 以 上 働 い て いて 、法 律 上 残 業 代 を請 求 で き る

場 合（ 労 基 法 37 条 1 項 ）に は 、支 払 われ る べ き 残 業 代 も含め て「 そ の 労
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働 者 に 対 し 支 払 われた 賃 金 」 を 計 算 するこ と に な り ま す 。  

さ ら に 、 大 学 病 院 の 賃 金 規 程 な ど で 医 師 に 対 す る 賃 金 額 が 具 体 的 に 決

め ら れ て い る 場 合 、無 給 医 に つ い て も そ の 賃 金 規 程 が 適 用 さ れ る と 解 釈

さ れ る 余 地 は あ り ま す （ そ の 場 合 の 給 付 基 礎 日 額 は そ の 賃 金 規 程 に 基 づ

い て 計 算 さ れ る べきこ と に な り ま す ）。い ず れ に し て も 、必ず 弁 護 士 に 相

談 し て く だ さ い 。  

 

Ｑ -４ -３  私 は い わ ゆ る 無 給 医 で す 。 そ の た め 他 の 病 院 で の ア ル バ イ ト

で 月 に 20 万 円 程 度 の 賃 金 を 得 て い ます。大 学 病 院（ A 病 院 ）で COVID-19

患 者 の 診 療 を 行 っ て 感 染 し た 場 合 の 休 業 補 償 給 付 は ど う な る の で し ょ う

か 。他 の 病 院（ B 病 院 ）で の 賃 金 も 休 業補 償 給 付 の基 礎 となる の で し ょ う

か 。  

Ａ  現 時 点 で は 感 染 先 で な い 病 院 の 賃 金 は 休 業 補 償 給 付 の 基 礎 に は な り

ま せ ん が 、 弁 護 士にご 相 談 く だ さ い 。  

【 解 説 】  

 Q-4-2 で 解 説 し たと お り 、 休 業 補 償給付 の 基 礎 と な る 給付基 礎 日 額 は 、

疾 病 の 発 生 が 確 定した 日 以 前 3 か 月 間 に「 そ の 労 働 者 に 対し支 払 わ れ た

賃 金 の 総 額 を、そ の期 間 の 総 日 数 で 除した 金 額 」を 言い ま す。こ の 点、A

と B と い う 複 数 の事 業 場 で 就 労 し ている 労 働 者 に つ い て、 A 事 業 場 の 業

務 に 起 因 し て 負 傷又は 疾 病 に 罹 患 し た場合、 す な わ ち A 病 院で 感 染 し た

と い う 感 染 経 路 が 特 定 さ れ た 場 合の 休 業 補 償 給 付 が 問 題 と な り ま す 。 現

行 制 度 で は 、 A 事 業 場 の 使 用 者 か ら 支 払 わ れ て い た 賃 金 を 基 本 に 算 定 す

る 給 付 基 礎 日 額 に よ り 給 付 額 が 決 定 さ れ て い ま す （ B 事 業 場 の 使 用 者 か

ら 支 払 わ れ る 賃 金は含 ま れ ま せ ん ）。  
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こ れ に 対 し 、 A 病 院か B 病 院 か ど ち らの 患 者 の 診 療 行 為で感 染 し た の

か 感 染 経 路 を 特 定でき な い 場 合 に は、Q-3 で も ご 説 明 し た とお り 、4.28 通

達 に よ り 「 患 者 の 診 療 」 を し た 医 師 が 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に 感 染 し た 場

合 、原 則 と し て労 災保 険 給 付 の 対 象 となり 、そ の「 患者 」は新 型 コロ ナ ウ

イ ル ス に 感 染 し た患者 に 限 定 さ れ ま せん。 ア ル バ イ ト 先 の B 病 院 に お い

て 、「 患 者 の 診 療 」を し て い た の で あれば 、 B 病 院 を 事 業 場と し て 労 災 保

険 給 付 が 認 め ら れる余 地 も あ る か も しれま せ ん 。  

し か し 、大 学 病 院（ A 病 院 ）に お い て 新型 コ ロ ナ ウ イ ル スに感 染 し た 患

者 の 診 療 を 行 っ ていて 、感 染 経 路 が 大 学病 院（ A 病 院 ）と 特 定 さ れ る場 合

で あ れ ば 、大 学 病 院（ A 病 院 ）で の 賃 金 で 算 定 す る 給 付 基礎日 額 に よ り 給

付 額 が 決 定 さ れ 、アル バ イ ト 先 の 病 院（Ｂ 病 院 ）か ら の 賃 金は 含 ま れない

こ と に な り ま す 。  

 も っ と も 、 そ の よ う な 現 行 法 の 取 り 使 い は 兼 業 ・ 副 業 労 働 者 の 保 護 と

し て 不 十 分 な も のだと い え ま す 。 そ こで、 2020 年 3 月 、 労 災保 険 法 が 改

正 さ れ 、 複 数 事 業 労 働 者 の 業 務 上 の 事 由 に よ る 負 傷 、 疾 病 等 に よ り 保 険

給 付 を 行 う 場 合 、「 当該 複 数 事 業 労 働 者を使 用 す る 事 業 ご とに算 定 し た 給

付 基 礎 日 額 に 相 当 す る 額 を 合 算 し た 額 を 基 礎 と し て 、 厚 生 労 働 省 令 で 定

め る と こ ろ に よ っ て 政 府 が 算 定 す る 額 を 給 付 基 礎 日 額 と す る も の と す る

こ と 」 と さ れ ま した（ 同 法 8 条 3 号 ）。こ の 改 正 に よ っ て、 Q の よ う な ケ

ー ス で も ア ル バ イ ト 先 の 病 院 の 賃 金 で 算 定 す る 給 付 基 礎 日 額 も 合 算 さ れ

る こ と に な り ま す 。た だ し 、こ の 改 正 の施 行 は、「 公 布 後 ６月 を 超 え な い

範 囲 で 政 令 で 定 め る 日 」 と さ れ て い ま す が 、 未 だ そ の 施 行 日 は 決 ま っ て

い ま せ ん 。 国 は 改正労 災 保 険 法 を 一 日も早 く 施 行 す る べ きです 。  

 い ず れ に し て も、必 ず 弁 護 士 に ご 相談く だ さ い 。  
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Ｑ -４ -４  上 記 の 無 給 医 の 場 合 の 遺 族 補 償 給 付 に つ い て 教 え て く だ さ い 。

も し 無 給 医 が 労 災 で 亡 く な っ た 場 合 、 家 族 が 受 け 取 る 遺 族 補 償 給 付 の 額

は ど う な る の で しょう か 。  

Ａ  給 付 基 礎 日 額を基 礎 に 決 ま り ま す。  

【 解 説 】  

 遺 族 補 償 年 金 の額（ 年 額 ）は、給 付 基礎 日 額 を 基 礎 に、その 受 給 権 者 及

び そ の 者 と 生 計 を 同 じ く し て い る 受 給 権 者 と な り う る 者 （ 受 給 資 格 者 ）

の 人 数 に 応 じ て 決まり ま す 。そ の 人数 が１ 人 で あ れ ば 給 付基礎 日 額 の 153

日 分 、 2 人 で あれ ば 201 日 分 、 3 人 で あれ ば 223 日分 、 4 人以 上 で あ れ ば

245 日 分 と さ れ て いま す 。い ず れ に し ても 、基 礎 と な る 給 付基 礎 日 額 の 考

え は 、 Q-4-2、 Q-4-3 と 同 じ よ う に 考 えられ ま す 。  

 

５ . 家族等が感染した場合の保障について 

Ｑ -５ -１   COVID-19 の 治 療 に 当 た り 自分が 感 染 し た 後 に 配偶 者 も 感 染

し ま し た 。配 偶 者 は入 院 し 、仕 事 も 長 期間 休 む こ と に な りまし た 。こ の 場

合 、 配 偶 者 の 入 院 費 や 仕 事 を 休 ん だ こ とで の 収 入 減 に 対 す る補 償 は あ る

の で し ょ う か ？  

Ａ  配 偶 者 の 方 の 入 院 費 や 収 入 源 に つ い て は 、 あ な た の 労 災 保 険 の 支 給

対 象 と は な り ま せ ん 。 配 偶 者 の 方 の 健 康 保 険 に 基 づ い て 傷 病 手 当 な ど を

受 給 す る こ と は できま す 。  

【 解 説 】  

 労 災 保 険 に お け る 療 養 補 償 給 付 や 休 業 補 償 給 付 は 、 当 該 労 働 者 の み を

対 象 と し て い ま す 。仮 に 、家 族 に感 染 した 場 合 で も 、そ の 家族 の 療 養 費や
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賃 金 は 補 償 さ れ ま せ ん 。 ご 家 族 に つ い て は 、 ご 自 身 の 健 康 保 険 に 基 づ い

て 入 院 費 を 支 払 い 、 会 社 を 休 ん だ 場 合 に は 傷 病 手 当 金 を 請 求 す る こ と が

考 え ら れ ま す 。  

も っ と も 、 病 院 に 対 し 、 配 偶 者 の 入 院 費 や 賃 金 を 補 償 す る よ う に 交 渉

す る こ と は 考 え ら れ ま す 。 例 え ば 、 あ な た が 勤 務 す る 病 院 の 新 型 コ ロ ナ

ウ イ ル ス の 感 染 予 防 対 策 が 杜 撰 で感 染 し て し ま っ た よ う な 場 合 は 、 病 院

の 過 失 （ 感 染 予 防 の た め の 注 意 義 務 違 反 ） が あ る と い え る 可 能 性 が あ る

の で 、 交 渉 の 余 地はあ る と 思 わ れ ま す。  

 

Ｑ -５ -２  COVID-19 の 治 療 に 当 た り 自分も 感 染 しま し た 。配偶 者 や 子 供

が 濃 厚 接 触 者 と して会 社か ら 14 日 間 の 自 宅 待 機 を 命 じ られま し た。配 偶

者 や 子 供 の こ の 間の賃 金 は ど う な る のでし ょ う か 。  

A 配 偶 者 と 子 供 は、そ れ ぞ れ が 勤 務 する 会 社 に 対 し 、賃 金の 全 額 を 補償

す る よ う に 求 め ましょ う 。  

【 解 説 】  

新 型 コ ロ ナ は 指 定 感 染 症 に 定 め ら れ て い ま す が 、 単 に 感 染 が 疑 わ れ て

い る だ け の 場 合 には、労 働 者 に 就 業 制 限は 課 せ ら れ ま せ ん 。ま た 、一 緒 に

暮 ら す 家 族 に 感 染 者 が 出 た と し て も 、 労 働 者 自 身 が 感 染 し た わ け で は な

い 場 合 も 同 様 で す。  

そ の た め 、 会 社 が 感 染 疑 い や 家 族 の 感 染 を 理 由 と し て 、 業 務 命 令 と し

て 一 方 的 に 自 宅 待 機 を 命 じ る 場 合 に は 、 使 用 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に

よ り 労 働 者 が 就 労 で き な く な る わ け で す か ら 、 基 本 的 に は 、 給 料 の 全 額

が 補 償 さ れ ま す（ 民法 536 条 2 項 ）。少 な く と も 、使 用 者 には 労 基 法 で 定

め ら れ て い る 休 業手当（ 平 均 賃 金 の 60％以 上 ）の 支 払 義 務があ り ま す（ 労
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基 法 26 条 。 罰 則 付 き ）。  

も っ と も 、 現 在 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 が 蔓 延 す る 可 能 性 に つ い

て 報 道 さ れ て い る こ と に 鑑 み 、 ま た 、 同 僚 に う つ さ な い よ う に す る た め

に も 、感 染 が 疑 わ れる 場 合 に は 、無 理をせ ず 、自 主 的 に 自 宅待 機 を す るよ

う に し ま し ょ う 。 こ の 場 合 に は 、 給 料 の 補 償 に つ い て 会 社 と よ く 話 し 合

い 、 支 払 っ て も ら う よ う 交 渉 し ま し ょ う 。 会 社 の 就 業 規 則 等 に 有 給 の 病

気 休 暇 制 度 等 が あ れ ば 利 用 す る か 、 そ う い う 制 度 が な く て も 年 次 有 給 休

暇 を 利 用 す る こ と も で き ま す （ た だ し 、 有 給 休 暇 を 利 用 す る こ と を 使 用

者 の 側 か ら 強 制 するこ と は で き ま せ ん ）。ま た 、病 気 で ４ 日以 上 休 業 し た

場 合 に は 、健 康 保 険組 合 の 傷 病 手 当 金の請 求 も で き ま す 。なお 、も し 会 社

か ら 病 院 で の 検 査 を 受 け る よ う 指 示 を 受 け た 場 合 に は 、 病 院 に 行 っ て 検

査 を し て も ら っ て下さ い 。  

 

６ . 病院の責任について 

Ｑ -６ -１   私 の 病院 で は 、COVID-19 患者 の 診 療 等 を し ていま す 。し か し 、

病 院 は 、 マ ス ク （ N-95 や サ ー ジ カ ル マ スク ）や 防 護 服 を はじめ と す る 防

護 具 が 足 り ず 、 マ ス ク の 使 い 回 し や 、 手 製 の 防 護 具 を 使 っ た 不 十 分 な 体

制 で 診 療 を 行 っ て い ま す 。 感 染 し た 場 合 は 病 院 側 の 責 任 を 問 え る の で し

ょ う か ？  

Ａ  病 院 に は 安 全 配 慮 義 務 違 反 が 認 め ら れ る 余 地 が あ り 、 損 害 賠 償 を 請

求 で き る 場 合 も ありま す 。  

【 解 説 】  

使 用 者 で あ る 病 院 は 、 労 働 者 で あ る 医 療 従 事 者 に 対 し 、 安 全 配 慮 義 務

が あ り ま す（ 労 働 契約 法 5 条 ）。新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に ついて は 、そ の 感
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染 力 が 強 い こ と が 知 ら れ て お り 、 感 染 者 の 治 療 や 感 染 を 疑 わ れ る 者 の 検

査 に あ た る 医 療 従 事 者 は 、 そ の 感 染 の 危 険 は 高 く な り ま す 。 安 全 配 慮 義

務 の 具 体 的 内 容 は 、 労 働 者 の 従 事 す る 労 務 に 応 じ て 求 め ら れ る も の で す

が 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 対 応 に あ た る 医 療 従 事 者 に 対 す る 安 全 配 慮 義

務 は 、 そ の 強 い 感 染 力 か ら 医 療 従 事 者 を 守 る た め の 最 大 限 の も の が 求 め

ら れ る と 解 さ れ ます。  

Q の よ う な 不 十 分な体 制 で 、 COVID-19 患 者 の 診 療 を さ せてい れ ば 、 そ

れ は 医 療 従 事 者 に 対 す る 安 全 配 慮 義 務 を怠 っ た も の と 解 さ れ ま す 。 医 療

従 事 者 は そ の よ う な 感 染 リ ス ク が 高 く 危 険 な 労 働 環 境 で 働 く 義 務 は あ り

ま せ ん 。 使 用 者 が 十 分 な 安 全 配 慮 義 務 を 履 行 し な い 場 合 に は 、 労 働 者 に

は 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に 感 染 し た 患 者 や 感 染 の 疑 い の あ る 患 者 を 診 療 、

検 査 す る 業 務 を 拒 否 で き る 権 利 が あ り ま す 。 実 際 に 、 全 国 医 師 ユ ニ オ ン

が 行 っ た ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 で は 、 ２ 割 以 上 の 医 師 が 診 療 を 断 っ て い

ま す 。国（ 厚 生労 働省 ）と 使 用 者（病 院）が 十 分 な防 護マ スク や 防 護 服 を

用 意 で き て い な い 状 況 で は 診 療 を 拒 否 す る こ と も や む を 得 な い と 思 わ れ

ま す 。 感 染 の リ ス ク が 高 く 自 分 の 命 と 健 康 を 犠 牲 に し て ま で 診 療 行 為 に

当 た れ と は 言 え ないか ら で す 。  

使 用 者 で あ る 病 院 に 対 し 、 ま ず は 安 全 配 慮 義 務 の 履 行 （ 最 大 限 の 感 染

防 止 策 ）を 求 め 、仮に 感 染 し て し ま った場 合 に は 、安 全 配 慮義 務 違 反 に 基

づ く 損 害 賠 償 請 求 を 検 討 す べ き で す 。 具 体 的 に は 、 労 災 保 険 の 休 業 補 償

給 付 で カ バ ー さ れ な い 休 業 損 害 や 慰 謝 料 な ど を 請 求 す る こ と に な り ま す 。

弁 護 士 に ご 相 談 くださ い 。  

 

７ . 自宅待機に関して 
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Ｑ  熱 が 出 た 場 合（検 査 を 受 け て な いので COVID-19 の 感 染 か ど う か は 不

明 で す ） は 休 む よ う に と 勤 務 先 の 病 院 か ら 言 わ れ て い ま す 。 こ の 場 合 の

賃 金 の 補 償 な ど は受け ら れ る の で し ょうか ？  

Ａ  勤 務 先 で あ る 病 院 か ら 自 宅 待 機 を 求 め ら れ た 場 合 、 基 本 的 に 賃 金 の

全 額 の 支 払 い を 求めま し ょ う 。  

【 解 説 】  

 新 型 コ ロ ナ は 指 定 感 染 症 に 定 め ら れ て い ま す が 、 単 に 感 染 が 疑 わ れ て

い る だ け の 場 合 には、労 働 者 に 就 業 制 限は 課 せ ら れ ま せ ん 。そ の た め 、使

用 者 で あ る 病 院 が 感 染 疑 い を 理 由 と し て 、 業 務 命 令 と し て 一 方 的 に 自 宅

待 機 を 命 じ る 場 合 に は 、 使 用 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 労 働 者 が 就

労 で き な く な る わ け で す か ら 、 基 本 的 に は 、 給 料 の 全 額 が 補 償 さ れ る べ

き で す （ 民 法 536 条 2 項 ） し 、少 な くと も 、 労 基 法 で 定めら れ て い る 休

業 手 当 （ 平 均 賃 金の 60％ 以 上 ） の 支 払義務 が 存 在 し ま す （労基 法 26 条 。

罰 則 付 き ）。  

も っ と も 、 現 在 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 が 蔓 延 す る 可 能 性 に つ い

て 報 道 さ れ て い る こ と に 鑑 み 、 ま た 、 同 僚 や 患 者 に う つ さ な い よ う に す

る た め に も 、感 染 が疑 わ れ る 場 合 に は 、無 理 を せ ず 、自 主 的に 自 宅 待 機を

す る よ う に し ま し ょ う 。 こ の 場 合 に は 、 給 料 の 補 償 に つ い て 使 用 者 で あ

る 病 院 と よ く 話 し 合 い 、 支 払 っ て も ら う よ う 交 渉 し ま し ょ う 。 病 院 の 就

業 規 則 等 に 有 給 の 病 気 休 暇 制 度 等 が あ れ ば 利 用 す る か 、 そ う い う 制 度 が

な く て も 年 次 有 給 休 暇 を 利 用 す る こ と も で き ま す （ た だ し 、 有 給 休 暇 を

利 用 す る こ と を 使用者 の 側 か ら 強 制 するこ と は で き ま せ ん ）。ま た 、病 気

で ４ 日 以 上 休 業 し た 場 合 に は 、 健 康 保 険 組 合 の 傷 病 手 当 金 の 請 求 も で き

ま す 。  
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８ . その他  

Ｑ -８ -１  私 は 大 学 院 生 で 、 職 員 で は あ り ま せ ん が 病 院 側 か ら 一 方 的 に

COVID-19 の 診 療 に あた る よ う に 言 わ れ、診 療 の シ フ ト に 組み込 ま れ ま し

た 。 医 師 で あ れ ば 大 学 院 生 で あ っ て も そ の よ う な 指 示 命 令 に 従 わ な け れ

ば な ら な い の で しょう か 。  

Ａ  労 働 者 と し て 働 く こ と の 合 意 が な け れ ば 、 病 院 の 業 務 指 示 に 従 う 必

要 は あ り ま せ ん 。  

【 解 説 】  

 そ も そ も 、働 く こと は 、雇 用 契約（ 労働 契 約 ）、つま り 労働 者 が 働 く こ

と の 対 価 と し て 使 用 者 が 賃 金 を 支 払 う こ と に つ い て の 合 意 に 基 づ い て 行

わ れ る も の で あ り 、こ れ は 医 師 で あ っても 同 じ で す 。し た がっ て 、大 学 院

生 で あ っ て 病 院 と 雇 用 契 約 を 締 結 し て い な い に も か か わ ら ず 、 人 手 不 足

で あ る か ら と い っ て 病 院 側 が 強 制 的 に シ フ ト に 組 み 込み 診 療 行 為 を 命 ず

る こ と は 許 さ れ ま せ ん 。 大 学 院 生 に も 診 療 に 加 わ っ て も ら お う と い う の

で あ れ ば 、 病 院 は き ち ん と 雇 用 契 約 を 締 結 し て は じ め て 指 示 命 令 を 出 す

こ と が 可 能 に な ります 。  

 他 方 、大 学 院 生 であ る に も か か わ らず、事 実 上 、無 給 医とし て こ れ ま で

も 就 業 し て き た 方 も い ら っ し ゃ る と 思 い ま す 。 し か し 、 無 給 医 と は 病 院

が 当 該 医 師 を 労 働 者 扱 い し て い な い こ と を 意 味 し ま す 。 労 働 者 で な い の

で あ れ ば 、業 務 指 示に 従 う 義 務 は あ りませ ん 。病 院 が COVID-19 の 診 療 に

あ た ら せ た い の で あ れ ば 、 無 給 医 が 労 働 者 で あ る と い う 現 実 を 直 視 し 、

き ち ん と 雇 用 契 約 を 締 結 し 、 適 法 ・ 適 正 な 賃 金 を 支 払 わ な け れ ば な り ま

せ ん 。  
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 前 述 し た 、 文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 医 学 教 育 課 長 の 各 国 公 私 立 大 学 病 院

長 宛 の 事 務 連 絡（ 令和 ２ 年 ４ 月 ２ ２ 日付け ）「 新 型 コ ロ ナ ウイ ル ス 感 染 症

の 診 療 に 従 事 す る 大 学 院 生 等 の 適 正 な 雇 用 ・ 労 務 管 理 に つ い て 」 で も 、

「 大 学 院 生 等 が 診 療 等 に 従 事 し てい る 場 合 に は 、 雇 用 契 約 を 締 結 し 賃 金

を 支 払 う な ど 適 切 に 雇 用 ・ 労 務 管 理 を 行 い 、 合 理 的 な 理 由 な く 給 与 が 支

給 さ れ な い 事 案 が生じ な い よ う ご 留 意願い ま す 。」と し て いま す 。こ の 事

務 連 絡 も 根 拠 に して大 学 病 院 と 交 渉 しまし ょ う 。  

 

Ｑ -８ -２  国 が 緊 急 事 態 宣 言 を 出 し て お り 、 全 国 各 地 で 医 療 機 関 の 院 内

感 染 が 起 き て い ます。 COVID-19 の 患 者 の診 療 を 行 っ て い るので 、 危 険 手

当 が あ っ て 当 然 で あ る と 思 い ま す が 、 誰 に ど の よ う に 要 求 す れ ば よ い の

で し ょ う か 。ま た 、家族 の 安 全 の た め にホテ ル に 宿 泊 し て いるの で す が 、

こ の 宿 泊 費 用 に ついて は ど う で し ょ うか。  

Ａ  労 働 組 合 に 加 入 す る な ど し て 病 院 に 要 求 し ま し ょ う 。 ま た 、 国 に 対

し て も 補 償 を 求 めてい き ま し ょ う 。  

【 解 説 】  

 現 在 、 医 療 従 事者は 、 そ の危 険 を 冒して 、 COVID-19 へ の 対応 に 奔 走 し

て い ま す 。 極 め て 危 険 な 業 務 に 従 事 し て い る と 言 え ま す 。 危 険 な 業 務 へ

の 従 事 に 対 し て は 、 そ の 安 全 配 慮 は も ち ろ ん の こ と 、 十 分 な 経 済 的 な バ

ッ ク ア ッ プ も 必 要です 。医 療 従 事 者 は 、使 用 者 で あ る 病 院に対 し 、特 別 の

危 険 手 当 の 支 給 などを 要 求 し ま し ょ う 。そ の 要 求 は 個 人 でも可 能 で す が 、

労 働 組 合 と し て 要 求 す る ほ う が 効 果 的 で す 。 全 国 医 師 ユ ニ オ ン に 加 入 し

た り 、 職 場 で 仲 間 を 見 つ け て 労 働 組 合 を 結 成 す る な ど す る こ と を 検 討 し

て く だ さ い 。ま た 、国 も 、現 在 の 危 機 的状 況 を 現 場 で 支 えてい る 医 療 従 事
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者 に 対 し 、特 別 な 補償 を 検 討 す る べ きです 。その た め 、医 療従 事 者 が 労 働

組 合 な ど で 団 結 して、 国 に 特 別 の 補 償を提 言 す る こ と も 考えら れ ま す 。  

 

Ｑ -８ -３   勤 務 先の 病 院 か ら COVID-19 患 者 の 診 療 を 頼まれま し た が 、

断 っ て も 良 い で しょう か ？ (応 召 義 務 との 関 係 で ) 

Ａ  当 該 病 院 が 感 染 対 策 を 講 じ て い な い 場 合 、 診 療 を 命 じ る 業 務 指 示 に

従 う 義 務 は あ り ません 。  

【 解 説 】  

 労 働 者 の 生 命 ・ 身 体 に 対 し 危 険 を も た ら す 使 用 者 の 業 務 命 令 は 、 無 効

と 解 さ れ て い ま す 。 勤 務 先 の 病 院 が 、 感 染 対 策 を 殆 ど 何 も 講 じ て い な い

よ う な 場 合 、 COVID-19 患 者 の 治 療 や 診 療を 命 じ る 業 務 命 令は無 効 と な り

得 ま す 。な お 、医 師に は 、応 召 義 務が あり ま す が（ 医 師 法 19 条 ）、こ れ は

訓 示 的 な も の で あ り 、 医 師 が 使 用 者 で あ る 病 院 や 具 体 的 な 患 者 に 対 し て

具 体 的 に 負 う 義 務 で は あ り ま せ ん 。 少 な く と も 、 医 師 の 安 全 が 全 く 担 保

さ れ て い な い よ う な 環 境 の も と に お い て 、 医 師 が 病 院 か ら の 診 療 命 令 を

拒 否 し た か ら と い っ て 、 当 該 医 師 自 身 に 応 召 義 務 違 反 が 問 われ る こ と は

な い と 解 さ れ ま す。  
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