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「令和元年度災害医療対応報告書」 

Ⅰ.総括研究報告書 

2019年本邦で起こった災害への対応と教訓について 

研究代表者 近藤 久禎 

国立病院機構災害医療センター 政策医療企画研究室長 
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2019年本邦で起こった災害への対応と教訓について 

独立行政法人国立病院機構災害医療センター 

政策医療企画研究室長 近藤久禎 

【背景】 

近年世界の災害の被害は増加しているといわれている。本邦においても、近年複

数県からの DMAT の派遣を必要とする災害が頻発している。その中でも 2018 年

は、西日本豪雨災害、北海道胆振東部地震等多数の災害に見舞われた。更に、2019

年においても、多数の災害が本邦を襲った。これらの災害に対し大規模な災害医

療活動が行われた。災害は、一般的には低頻度事象であり、一事例の持つ意味は

臨床に比して大きいものと考えられる。日本の災害医療体制も様々な事例の検

証に基づいて発展してきた。そこで今回、2019 年の災害事例について、その活

動を評価し、課題を抽出した。 

【方法】 

・DMAT本部における記録分析

2019年に起きた令和元年佐賀豪雨災害、台風 15号、19号対応時の、ＤＭＡＴ事

務局、各都道府県調整本部、活動拠点本部の活動記録から分析した。具体的には、

経時活動記録（クロノロ）、指揮系統図、活動チーム登録状況などの資料を基と

した。 

令和元年佐賀豪雨災害概要 

2019年（令和元年）8月 27日から佐賀県と福岡県、長崎県を中心とする九州北

部で発生した集中豪雨があった。8月 28日午前 5時 50分に佐賀県、福岡県、長

崎県に大雨特別警報が発令 

被害状況は佐賀県を中心に、以下のとおりである。 

・ 死者 4人

・ 重傷者 1人

・ 軽傷者 1人

住家被害 

・ 全壊 87棟

・ 半壊 110棟

・ 一部損壊 14棟

・ 床上浸水 1,645棟

・ 床下浸水 4,513棟

・ 非住家被害 11棟
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令和元年台風 15号災害概要 

9月 9日午前 5時前に中心気圧 960hPaの強い勢力で千葉市付近に上陸した。 

千葉県における被害は以下の通り（千葉県第 7 回災害対策本部会議資料 10 月 9

日） 

人的被害 

・ 死者 0人

・ 重傷者 7人

・ 軽傷者 74人

住家被害 

・ 全壊 195棟

・ 半壊 1,950棟

・ 一部損壊 32,569棟

・ 床上浸水 38棟

・ 床下浸水 70棟

避難所、避難者の最大数は、１２４か所、９１０名（９月１１日）であった。 

本台風では、停電、断水が課題となった。 

停電は、最大 93 万戸に上った。千葉県内では 9 月 9 日時点で 60 万戸を超えて

いたが、この当時は、東京電力によると 11日までの復旧を見込んでいた。しか

し、11日になっても停電戸数は 40万戸を上回り、この時点で東京電力は、13日

以降の復旧見込み、13日には 2週間程度と復旧の見込みは遅れていった。（図 1） 

断水は、千葉県内では、最大 29,147（第 3 回千葉県災害対策本部会議資料 9 月

13日）であった。 

台風 19号災害概要 

台風第 19 号は 12 日 19 時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した後、

関東地方を通過し、13 日未明に東北地方の東海上に抜けた。台風本体の発達し

た雨雲や台風周辺の湿った空気の影響で、静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北

地方を中心に広い範囲で記録的な大雨となった。10 日からの総雨量は神奈川県

箱根町で 1000 ミリに達し、東日本を中心に 17 地点で 500 ミリを超えた。こ

の記録的な大雨により、12 日 15 時 30 分に静岡県、神奈川県、東京都、埼玉

県、群馬県、山梨県、長野県の 7 都県に、12 日 19 時 50 分に茨城県、栃木

県、新潟県、福島県、宮城県の 5 県に、13 日 0 時 40 分に岩手県に特別警報

が発出された。 

主な被害内容は以下のとおりである。 

人的被害 

・ 死者 93人

・ 行方不明者 3人

・ 重傷者 40人
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・ 軽傷者 341人

住家被害 

・ 全壊 3,280棟

・ 半壊 29,638棟

・ 一部損壊 35,067棟

・ 床上浸水 7,837棟

・ 床下浸水 23,092棟

ライフラインは、福島における断水が大きな問題となった。いわき市、相馬市、

南相馬市などを中心に約 76,000戸が断水した。 

【結果】 

１．令和元年佐賀豪雨災害 

佐賀県 DMAT8チーム 22名、DMATロジスティックチーム 14名が動員された。 

最大のオペレーションは、順天堂病院の籠城支援であった。順天堂病院は洪

水により水没し、更に近隣の工場からの油の流出もあり、排水が遅れ、長期

浸水の恐れもあった。 

このような事態に対し、県職員・伊万里有田共立病院 DMATが水没中の病院

にボートで乗り込み、医療機関を支え、適切な情報を共有した。DMAT が病

院の診療機能を評価し、病院側との協力の基、籠城可能という判断をするこ

とができ、自衛隊との連携の基、物資補給を行うことができた。 

一昨年度の訓練で順天堂病院も参加する DMAT九州ブロック訓練を実施して

いたこと、それを契機に病院内でも避難訓練を実施していたことが、今回の

対応に生かされた。また、順天堂病院ではかさ上げ、自家発電機の 3階への

配置等、水没を想定したハード面の整備が行われていたことも被害を限局

化することに資するものとなった。 

また、亜急性期にかけては、杵藤地域での保健医療支援が課題となった。迅

速に県庁に保健医療調整本部を立ち上げ、杵藤保健福祉事務所にも地域の

本部を設置し、対応することができた。 

２．令和元年台風 15号 

台風 15号に対し、ＤＭＡＴは、関東ブロック管内から１０３隊（千葉県 DMAT

５３隊、千葉県外からの派遣５０隊）が、９月９日～９月１６日にわたり活

動した。また、ＤＭＡＴロジスティックチームとしては、東北、関東ブロッ

ク管内等から５９名が、９月９日～９月１８日にわたり活動した。

千葉県全権の被災であったため、東葛北部・南部・印旛医療圏、香取・海匝

医療圏、千葉・市原・山武・長生医療圏、君津・安房医療圏に活動拠点本部

を置き、支援ニーズの高い病院に病院支援指揮所を置いて活動した。（図 2） 
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千葉県は、当日 5 時前に台風上陸後、7 時台に、EMIS 千葉県災害モード切

替、9時台に千葉県 DMAT調整本部設置、千葉県 DMAT待機要請を行った。12

時から 14時にかけ、県内全域をカバーするための活動拠点本部を設置し情

報収集にあたったところ、鈴木病院の病院避難が必要であることが明らか

となった。これを受けて、15 時 52 分千葉県 DMAT 派遣要請、16 時 17 分 

DMATロジスティクチーム派遣要請、16時 52分関東ブロックに DMAT派遣要

請を行った。ＤＭＡＴの初動は迅速であったと考えられる。 

千葉県においては、ＥＭＩＳは発災から 8 時間で全ての医療機関の入力が

行われた。（図３）その結果、70の医療機関が正常の電気の供給がなく、30

弱の医療機関が断水していることが分かった。 

このような医療機関への物資支援調整は、図４の進捗表に基づいて実施さ

れた。電気関係は、自家発のある医療機関には自家発燃料を、ない医療機関

へは電源車か電力会社への優先復旧の依頼をすることとした。（図５）それ

ぞれ、リストを作成した（図６～８） 

給水については、必要な水が飲料水なのか、施設用水なのか、受水槽がある

のかないのかで支援が異なる（図９）ため、これらに分けて、整理し、リス

ト化した。（図１０）

これらのリストに基づいた補給の要請は、千葉県災害対策本部を通じて、関

係機関へ依頼された。補給の進捗は、活動拠点本部を通じて確認された。 

病院避難は、2つの病院について行った。鈴木病院は、停電、断水、ガラス

破損、空調停止による熱中症患者の発生のため、病院避難が必要となり、9

月 9日～1日にかけて、入院患者数 99人，全病院避難が行われた。搬送は、

まず、君津中央病院（直近の災害拠点病院）に一旦集中搬送し、その後、千

葉県（75名/16施設）及び神奈川県（24名/5施設）に、DMAT車両、救急車、

自衛隊車両、ドクターヘリ、自衛隊機（CH47）を用いて、分散搬送された。 

中沢病院は、停電を起因とする避難であった。元々徳洲会関連の病院だった

ため、TMAT 中心に病院避難を開始していたが、9 月 11 日より DMAT も搬送

支援を実施した。搬送は、TMAT（徳洲会）車両、AMAT（全日本病院協会）車

両、DMAT車両、ドクターヘリで行われた。9月 12日にも継続して病院避難

を行う予定だったが、電源車にて十分な電源確保が出来たため、以降の病院

避難は実施せず、入院患者 274名の内、110名を搬送した。 

停電、断水の影響で患者が集中した病院への診療支援も実施された。東千葉

メディカルセンターは、周辺病院の断水の影響もあり、平時１５台程度の救

急車が９日８０台、１０日６０台受け入れていて、職員の疲弊が課題となっ

ていた。安房地域医療センター、平時の３倍程度の救急車の受入を行ってお

り、病院間搬送（主に亀田総合病院への転院）の救急車不足、職員の疲弊が

課題となっていた。これらの病院に対し、ＤＭＡＴはＥＲ支援、病棟支援、

病院間搬送等の支援を行った。 
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活動の成果は以下のようあった。 

• 県内に全域をカバーする DMAT活動拠点本部を設置し、各本部にＤＭ

ＡＴロジチームを派遣し機能向上を図れた。

• 亜急性期の保健医療調整本部（保健所）に指揮機能を円滑に移行でき

た。

• 活動拠点本部を中心に電話、DMAT の派遣等で全ての病院のスクリー

ニングが迅速に実施され、定期的に更新できた。

• 電気、水の補給が必要な病院の優先順位付自家発電の燃料補給が必

要な病院の優先順位付きのリストを作成でき、それを県、エネルギー

庁、自衛隊などに提供し、物資支援を行い、活動拠点本部を中心に進

捗確認が行われた。これらの活動を通じて、電気、水の支援について

は、今後に向けての定型化が図れた。

• 病院避難が必要となった 2病院（計２０９名）避難を行ったが搬送途

上の死亡は防ぐことができた。

• 重症患者の搬送が必要な病院へは搬送支援を行えた。

• 周囲の病院の機能低下、入院患者の転送受け入れなどでキャパシテ

ィーオーバーになっていた病院への診療支援が行え、それを地元

DMAT、その後は関連の大学病院へと診療支援をつなぐことができた。 

一方、課題としては以下の事項が挙げられた。 

• 動員の規模が、鈴木病院の病院避難を前提とした数をベースにして

おり、県内全体の、病院調査、搬送支援、診療支援を想定した数では

なかった。

• 千葉県内の災害拠点病院等が必ずしも災害モードとしての運用がさ

れていない中、追加派遣 DMATの動員の範囲や規模を考えるのが困難

であった。

• 首都直下地震のイメージが先行し、安房地域に DMAT活動拠点本部を

置くことができず、安房地域の情報収集、支援活動の遅れにつながっ

た。

• 停電の長期化についての正確な予想がない中、早期の復電した場合

には不必要となる対応が多数あり、対応方針の確定が困難であり、停

電の長期化に伴い、後手に回る対応があった。

• 北海道胆振東部地震でも指摘されたが、EMIS の入力項目が補給を行

うのには不十分であり、EMISとは別のリストが必要であった。

• また、病院への物資支援調整の重要性については DMATに周知できて

きたが、具体的な物資支援内容についての更なる教育が必要であっ

た。
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３．令和元年台風 19号 

 大雨特別警報が発出されたのは、13 都県であったが、医療対応が検討された

のは、三重県、愛知県、千葉県を加えた 16 都県であった。ＤＭＡＴ事務局は、

これら 16都県における情報収集、支援調整を行った。これら 16都県のうち、医

療の本部を設置したのは 11都県、県内ＤＭＡＴに派遣要請したのが 6県、県外

ＤＭＡＴに派遣要請を行ったのは 4県であった。（図１１） 

 ＤＭＡＴは、東北、関東、中部ブロック管内から 260隊動員し、10月 12日～

10月 21日に活動した。長野県では 55隊（うち県内 37隊 10/12～17。県外 18隊

10/13～16）、静岡県では 13 隊（すべて県内 DMAT10/13。他県からの応援なし）、

埼玉県 22 隊（すべて県内 DMAT10/12～15。他県からの応援なし）、栃木県 43 隊

（うち県内 40隊 10/12～18。県外 3隊 10/13）、茨城県では県災害医療コーディ

ネーターとして活動、福島県 12 隊（すべて県内 DMAT10/13～21。他県からの応

援なし）、宮城県 115 隊（うち県内 90 隊 10/13～18。県外 25 隊 10/14～18）で

あった。ＤＭＡＴロジスティックチームは、全国から 81 名動員され、10 月 13

日～10 月 27 日に活動した。ＤＭＡＴの派遣は、東日本大震災次ぐ規模であり、

ロジスティックスチームの派遣も最大であった熊本地震に次ぐ規模であった。

主な活動は、病院・施設の避難も含む搬送支援や、浸水・断水のあった病院・施

設への籠城支援、給水支援であった。 

・長野県における活動

長野県においては、病院避難、介護保険施設等の避難が主たるオペレーションで

あった。病院避難は、県立リハビリテーションセンター（入院患者 38名、入所

施設 19名）について、浸水による孤立・停電、自家発の故障を起因に行われた。

当初は水没していたが、早期に浸水が引いたため、病院から直接分散搬送を実施

できた。ＤＭＡＴ車両、消防救急車、PWJ（ピースウィンズジャパン）車両で、

県内の災害拠点病院を中心に 28名を搬送し、29名は帰宅した。また、とよのグ

ループ（全入所者数：259名）の介護医療院、施設も、浸水による孤立・停電・

断水を起因として、全入所者の避難が必要となった。搬送先は、20～30 床規模

の病院確保は調整本部、数床ずつの医療機関は活動拠点本部にて調整、介護保険

施設については長野市・長野県担当課にて調整された。DMAT車両、消防救急車、

日赤救護班車両、HuMA・PWJ等の車両を用いて、県内医療機関・介護保険施設に

合計 240名が 3日間かけて搬送された。 

・福島県における活動

福島県においては、谷病院への籠城支援、浜通りの断水地域の病院、施設への支

援が中心となった。 

谷病院においては、1F が浸水しインフラ機能の喪失・孤立した。枡記念病院Ｄ

ＭＡＴを安達広域消防とともにボートにて派遣し、緊急性の高い入院中の透析

患者総 12名を搬出・搬送した。搬出後の在院入院患者数は約 75名であったが、

水使用可能、電気も１階以外は使用可能であったため、病院側と協議をし、籠城
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可能との判断をした。しかし、ボイラーの破損により、暖房、風呂使用困難であ

ったので、福島県は、同病院を福祉避難所に指定し、自衛隊の支援による風呂設

置、清掃を実施し、不足物資の供給支援し、病院避難に至ることなく、同病院を

継続させることができた。 

また、いわき、相馬地方の広域な断水に対しては、県庁での給水調整に協力した。

具体的には、以下の手順を行った。 

① EMISから断水医療機関を抽出

② 最低限の必要量、タンクの位置等の情報収集

③ 優先順位をつけ、自衛隊（陸自・空自）に依頼

④ １８時に翌日の優先給水リストをもって依頼

⑤ ２１時に自衛隊より実績を確認しリスト修正

⑥ 翌朝に自衛隊より給水計画を入手

被災状況等を踏まえ、病院については、毎日同量を給水してもらうよう依頼しル

ーティン化した。また、病院への給水のめどが立ったのちは、職員が施設から離

れることができない重症心身障害児（者）施設、その次に介護保険施設と優先順

位をつけ、給水支援を行った。 

・宮城県における活動

宮城県では、2つの病院の搬送支援、避難が主たるオペレーションとなった。 

仙南病院においては、１階が水没、透析機器が浸水し稼働不可のため一部患者

（12 名の要透析患者）の避難が必要であった。１０月１３日～１４日にＤＭＡ

Ｔ車両、赤十字、消防車両、防災ヘリを用いて、東北大学病院・仙台赤十字病院・

公立刈田総合病院に搬送した。 

国保丸森病院避難においては、病院の水没、断水、しかも、水道管のある橋が壊

れているおり、1か月以上機能しなくなる可能性あったため、全病院の避難が必

要となった。そこで、１０月１４日から入院患者５６名の内、５５名をＤＭＡＴ

車両、消防車両（仙台消防）を用いて、県南中核病院、大泉記念病院、宮城病院、

公立刈田病院に搬送した。避難にあたっては、家族の承諾を要したが、比較的迅

速に承諾が得られ、１７日に避難は完了した。 

これら台風 19号対応の成果は、以下のようである。 

・ 非常に広範囲な災害であったにもかかわらず、迅速な本部設置、DMAT、DMAT

ロジチーム派遣、医療機関スクリーニングを行うことができ、必要な病院支

援を早期に実施できた。 

・ 近年の災害で定型化が進んだ病院、施設のライフライン支援を実施できた。 

・ 病院避難、施設避難支援を実施した。搬送途中の死亡を防ぐことができた。 

その一方、今回の災害では、病院への物資支援、避難支援に加え、介護保険施設

への支援が必要となった。しかし、そのニーズ調査の方法、優先順位の設定、支

援活動の方法や役割分担は十分に整理さえておらず、国、地方自治体での対応を
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含めて今後検討が必要である。 

【考察】 

・ 災害の本質を見抜く目

外傷においては、同じ受傷機転であっても必ずしも同じ臓器が損傷されるわ

けではない。同じように災害においても同じ事象を原因とする災害で、常に

最大の課題が同一ではない。

大雨・台風では、伊勢湾台風では高潮、常総水害では洪水、2014年広島土砂

災害、岩手北海道豪雨災害（岩手県）では、限られたエリアでの土砂災害、

西日本豪雨においては、広島県においては広域の土砂災害、ライフラインの

破損、岡山県においては洪水が課題となった。西日本豪雨（広島県）では、

局地災害のイメージで活動を始めた。その結果、広域ライフライン途絶への

対応が遅れた。

2019年は、風水害の対応がメインであったが、佐賀豪雨災害では洪水、台風

15 号の千葉県においては大規模な停電、台風 19 号においては洪水と断水が

課題となった。

このように、本年の災害においても、災害の起因とメインの支援ポイントは

必ずしも同一でなく、その本質が何かを見極めることが重要であることが示

唆された。

・ ＤＭＡＴの役割：指揮調整とロジスティックスチーム

ＤＭＡＴの最もプライオリティーの高い業務は、ＥＭＩＳを用いた情報共有

により、全ての医療機関を組織化すること、つまりは災害医療体制を構築す

ることである。その中で個々のＤＭＡＴは、医療機関を訪問し、困りごとを

聞いて、その困りごとに応じて、物資支援調整、搬送支援、診療支援を行う

ことを主業務としている。本年の災害においても必要とされたのは、まさに

このような業務であり、従来の考え方が指示された。

このような業務の中心となるのがＤＭＡＴロジスティックスチームである。

西日本豪雨災害において、ＤＭＡＴロジスティックスチームは災害医療体制

の基礎を作るチームであり、一般のＤＭＡＴ派遣よりも早期に派遣すべきで

あるとの教訓があり、それ以降の災害においては早期派遣が目指されている。

2019年の災害においてもＤＭＡＴロジスティックスチームは、通常のＤＭＡ

Ｔ派遣に先んじて派遣されており、災害医療体制構築支援に有用であったこ

とが示唆された。

・ 籠城支援

2018 年の災害への対応を通じて、病院の籠城支援の重要性は、確認された。

西日本豪雨災害の岡山県においては、浸水病院へのＤＭＡＴ派遣の遅れから

の病院の状況評価、避難実施の遅れが指摘された。また、北海道胆振東部地
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震においては、広域の停電災害に対し、支援が必要な病院のリストを提示す

ることを目指したが、リストを作成することができなかった。 

2019年は、まず、佐賀豪雨災害で、浸水中の病院にＤＭＡＴを派遣し、病院

の状況評価を行うことができた。同様の事案は、台風 15 号、19 号でも浸水

による孤立、もしくは、ライフラインの問題がある病院にＤＭＡＴが訪問し、

病院の評価を支援することができた。 

また、台風 15 号では広域の停電や続発した断水がおこり、医療施設への電

気、水の供給が課題となった。電気については自家発の有無、水については

必要とする水の種類、貯水槽の有無を確認したうえで、補給活動を、以下の

ように定型化することができた。 

➢ EMISの情報と補給にかかわる追加情報を集め、リストを作成

➢ 優先通電、電源車が必要な病院の優先順位付リストを作成

➢ 自家発電の燃料補給が必要な病院の優先順位付リストを作成

➢ 給水が必要な病院の優先順位付きのリストを作成

➢ これらリストを県、エネルギー庁、自衛隊等に提供

➢ 活動拠点本部に進捗確認

この定型化は、台風 19 号の福島県における給水活動の際も実施され、その

有用性が確認された。 

・ 訓練の有用性と限界

2018年の災害においては、訓練の有用性が実証された。

佐賀豪雨災害においては、浸水した順天堂病院は、災害拠点病院ではないが、

DMAT九州ブロック訓練を実施していたこと、それを契機に病院内でも浸水時

の入院患者避難訓練を実施していたことが、今回の対応に生かされた。

また、台風 19 号の千葉県は、大規模地震時医療活動訓練の直後に起こった

災害であり、ＥＭＩＳの入力、本部の場所の確保等が迅速に行われた。また、

この訓練の準備のために病院への籠城支援に必要な情報（自家発の有無、燃

料の種類等）をあらかじめ調査済みであったことも、補給のためのリストを

作成することに資することとなった。

このように、実践をしっかり想定した訓練はやはり有用であることが示唆さ

れた。

一方、台風 15号の千葉県の活動が、首都直下地震のイメージが先行し、安房

地域に DMAT活動拠点本部を置くことができず、安房地域の情報収集、支援活

動の遅れにつながったとの指摘もあった。このことは訓練のイメージにとら

われすぎることの弊害ともいえ、訓練実施後の留意点として残しておくべき

教訓となった。

・ 介護保険施設、在宅患者への支援

台風 15 号においては、病院への籠城支援は一定の成果を収め、入院患者の

「防ぎえる災害による死亡」を防ぐことができた。一方、介護保険施設、在
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宅患者の中から「防ぎえる災害による死亡」が出たのではないかとの報道も

あった。 

台風 19号災害においては、そのような中、医療機関への物資支援、避難支援

がある程度実施されたのち、介護保険施設への支援が必要となった。長野県

における施設避難、福島県における施設への給水支援等、ニーズに応じて優

先順位を付けた活動は実施した。しかし、そのニーズ調査の方法、優先順位

の設定、支援活動の方法や役割分担は十分に整理さえておらず、国、地方自

治体での対応を含めて今後検討が必要である。 

【結論】 

2018 年、本邦においては大規模な風水害が多発した。その対応を通じて、災害

の本質を見抜き対応することの重要性が本年も指摘された。その中で、ＤＭＡＴ

の主要業務である災害医療体制の構築と病院支援の重要性が再確認された。病

院支援については、この数年の活動の教訓を踏まえ、籠城支援の定型化が図れた

ことが今年度の大きな成果である。一方、このように病院支援の手法が発展して

くるとともに、介護保険施設や在宅患者への対応等、さらに幅広い対応について

その方法、役割分担などを整理していくことが今後の課題である。 

近年の気象状況や南海トラフなどの地震の脅威にさらされている本邦において

は、現状の成果を周知していくとともに、これらの課題を生かしていくことが喫

緊の課題である。 
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図1：停電戸数の変遷と対応
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図2：台風15号千葉県の指揮系統図
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図3：EMISでの医療機関情報入力の推移

発災から約8時間後には入力率がほぼ100パーセントとなり、非常に早い対応だっ
たと言える（平成30年北海道胆振東部地震においては、北海道内での入力率100
％となるのに約3日を要した）。

台風第15号への対応 図4：燃料給水補給進捗状況管理表台風第15号への対応
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図7：電源車派遣進捗状況報告（一部抜粋）
医療関係電源車要請リスト 9月14日　12：30時点

№ 二次医療圏 名称 住所 電話 配電線復旧状況復旧見込み 備考

1 千葉 ＊＊＊＊病院 千葉市＊＊＊＊　＊＊＊−＊＊***-***-**** 復旧 復旧 電源車、９８床

2 市原 ＊＊病院 市原市＊＊＊　＊＊−＊＊ ****-**-**** 復旧 復旧 電源車、６０床

3 君津 ＊病院 富津市＊＊＊＊　＊＊−＊＊＊****-**-**** 復旧 復旧 電源車、停電中

4 印旛 ＊＊病院 富里市＊＊　＊＊＊−＊ ****-**-**** 電源車
電源車、３１１床（避難中

止）

5 印旛 ＊＊＊＊＊病院 八街市＊＊＊＊　＊＊−＊＊***-***-**** 復旧 復旧 電源車、１９１床

6 香取海匝 ＊＊クリニック 香取郡＊＊＊＊＊＊＊＊＊　＊＊＊＊−＊＊****-**-**** 電源車 電源車要請済、１９床

7 市原 ＊＊＊病院 市原市＊＊＊　＊＊−＊＊ ****-**-**** 電源車 電源車、１６４床（精）

8 香取海匝 ＊＊病院 香取市＊＊＊　＊＊−＊＊＊****-**-**** 復旧 復旧 電源車、１６５床

9 安房 ＊＊病院 館山市＊＊＊＊　＊＊＊ ****-**-**** 電源車手配 電源車要請済、９９床

10 千葉 ＊＊＊＊＊＊病院 千葉市＊＊＊＊　＊＊＊−＊＊****-**-**** 復旧 復旧 電源車

11 君津 ＊＊＊＊病院 君津市＊＊＊　＊＊−＊＊＊****-**-**** 電源車 電源車向かっている

12 安房 ＊＊＊＊＊＊＊病院 鴨川市＊＊＊　＊＊−＊＊＊****-**-**** 電源車 電源車要請済

13 千葉 ＊＊＊＊＊病院 千葉市＊＊＊　＊＊−＊＊＊＊****-**-**** 電源車 電源車

14 千葉 ＊＊＊＊病院 千葉市＊＊＊−＊＊＊＊　＊＊＊****-**-**** 電源車 電源車

15 君津
医療法人＊＊＊＊＊＊＊外科

内科
袖ケ浦市＊＊＊＊−＊＊ ****-**-**** 復旧 復旧 自家発

16 君津 医療法人＊＊＊＊医院 君津市＊＊　＊−＊−＊＊＊****-**-**** 復旧 復旧
自動音声で電話不通　入院患

者いない

17 君津
医療法人＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊
君津市＊　＊＊−＊＊−＊＊＊****-**-**** 電源車 電源車要請済

18 安房
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊
館山市＊＊　＊＊＊＊−＊ ****-**-**** 電源車 電源車

【凡例】
復旧
手配済
手配中

台風第15号への対応

（東電→災対→DMAT調整本部）

図8：優先復旧リスト（一部抜粋）
二次医療圏 名称 住所 電話 優先度 備考

市原 ＊＊病院 市原市*****-＊＊-＊＊ ***-***-**** Ａ ６０床

印旛 ＊＊病院 富里市****＊＊-＊＊ ***-***-**** Ａ ３１１床（避難中）

市原 ＊＊＊＊病院 市原市*****-＊＊-＊＊ ***-***-**** Ａ

千葉 ＊＊＊＊病院 千葉市*****＊＊-＊＊＊-＊＊ ***-***-**** Ａ 電源車、９８床

君津 ＊＊医院 船橋市*******＊＊-＊＊ ***-***-**** Ａ 停電中

君津 ＊＊病院 富津市**＊＊-＊＊ ***-***-**** Ａ 停電中

印旛 ＊＊＊＊＊＊病院 八街市***＊＊-＊＊ ***-***-**** Ａ １９１床

印旛 ＊＊＊病院 八街市***＊＊-＊＊ ***-***-**** Ａ １８０床（精）

市原 ＊＊＊病院 市原市*****-＊＊-＊＊ ***-***-**** Ｂ １６４床（精）

香取海匝 ＊＊病院 香取市*****＊＊-＊＊＊ ***-***-**** Ｂ １６５床

香取海匝 ＊＊クリニック 香取郡＊＊町＊＊＊＊ ***-***-**** Ｂ １９床

君津 ＊＊医院 木更津市*****＊＊-＊＊ ***-***-**** Ｂ

安房 ＊＊病院 館山市*****＊＊-＊＊ ***-***-**** Ｂ 電源車、予定９９床,

千葉 ＊＊＊病院 千葉市****＊＊-＊＊-＊＊ ***-***-**** Ｃ 電源車

千葉 ＊＊病院 千葉市*****区＊＊-＊＊ ***-***-**** Ｃ 電源車

君津 ＊＊病院 君津市****＊＊-＊＊ ***-***-**** Ｃ

君津 ＊＊＊＊病院 君津市****＊＊-＊＊ ***-***-**** Ｃ

安房 ＊＊＊＊病院 鴨川市*****＊＊＊-＊＊＊ ***-***-**** Ｃ 電源車

安房 ＊＊＊＊病院 鴨川市**＊＊＊＊ ***-***-**** Ｃ

安房 ＊＊＊＊＊＊＊＊クリニック 館山市****＊＊-＊＊ ***-***-**** Ｃ 電源車

安房 ＊＊病院 安房郡*******＊＊-＊-＊ ***-***-**** Ｃ 電源車

安房 ＊＊病院 南房総市******＊＊-＊＊＊＊ ***-***-**** Ｃ

【凡例】
最優先
優先②
優先③
電源車手配済

Ａ

Ｂ

Ｃ

電源車

台風第15号への対応

（DMAT調整本部→災対→東電）

給水要請

受水槽あり 受水槽なし

飲料水

給水車 水タンク ペットボトル

自衛隊 市町村 自衛隊 県対応 市町村

病 院 病 院 病 院

災害対策本部 救援班

災害対策本部 物資班

図9：給水要請スキーム

施設用水

図10：給水依頼（進捗管理）リスト
（DMAT調整本部→災対→自衛隊）
• 東千葉メディカルセンター（災害拠点病院）は５ｔ車×３台で給水
• 必要数量については、休日の使用量で依頼
• 必要数量の不明な医療機関については、病床数×0.4で依頼
• 受水槽のない医療機関は、日赤に給水タンク（生活用水）を設置依頼、自衛隊
が給水。
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三重県 発表なし 発表なし
10/12
11:14

切替なし 設置せず 要請せず 要請せず 要請せず
10/12
11:23

なし

愛知県 発表なし 発表なし
10/12
11:44

切替なし 設置せず 要請せず 要請せず 要請せず
10/12
11:17

なし

静岡県
10/12
15:30

10/12
22:20

10/12
0:41

10/12
18:31

10/12
12:59

10/12
20:05

10/13
08:41

要請せず
10/11
22:35

10/12
9:45

長野県
10/12
15:30

10/13
3:20

10/12
13:52

10/12
20:02

10/12
19:38

10/12
19:09

10/12
19:50

10/13
13:16

10/12
15:25

10/12
16:10

山梨県
10/12
15:30

10/12
23:01

10/12
5:56

切替なし 設置せず
10/12
12:10

県外派遣 要請せず 不明
10/12
9:50

神奈川県
10/12
15:30

10/12
0:20

10/11
17:33

10/12
15:55

10/12
15:15

10/12
16:15

要請せず 要請せず
10/12
16時頃

10/12
18:50

東京都
10/12
15:30

10/12
23:55

10/11
18:08

10/12
22:38

設置せず
10/12
19:10

要請せず 要請せず 連絡せず 登庁せず

千葉県 発表なし 発表なし
10/11
11:03

10/12
12:02

10/12
10:01

10/12
11:56

要請せず 要請せず
10/11
23:32

10/12
8:30

埼玉県
10/12
15:30

10/13
0:40

10/11
18:54

10/12
21:17

10/12
23:00

10/12
21:40

10/13
0:45

要請せず
10/11
10:00

10/12
23:00

群馬県
10/12
15:30

10/13
0:10

10/11
15:56

10/12
19:49

10/13
8:00

要請せず 県外派遣 要請せず
10/12
18:20

10/12
19:30

栃木県
10/12
19:50

10/13
2:20

10/12
13:44

10/13
11:08

10/12
13:40

10/12
19:50

10/13
7:53

10/13
8:18

10/13
8:10

10/13
11:30

茨城県
10/12
19:50

10/13
2:20

10/12
10:54

切替なし
10/12
19:00

要請せず 要請せず 要請せず
10/11
16:53

10/13
9:10

新潟県
10/12
19:50

10/13
3:20

10/12
18:50

切替なし 設置せず 要請せず 要請せず 要請せず
10/12
21:30

登庁せず

福島県
10/12
19:50

10/13
4:00

10/12
10:23

10/13
13:43

10/12
15:00

10/13
08:50

10/13
10:58

10/13
13:40

10/13
07:00

10/13
08:10

宮城県
10/12
19:50

10/13
5:45

10/12
13:55

10/13
20:03

10/13
10:30

10/13
11:16

10/13
15:54

10/13
19:15

10/13
8:30

10/13
10:13

岩手県
10/13
0:40

10/13
8:40

10/12
14:38

切替なし
10/12
18:00

要請せず 県外派遣 要請せず
10/12
17:28

10/13
7:00

図11：令和元年台風１９号被害にかかる被災都道府県の対応

DMAT調整本部/保健医療調整本部を設置した都道府県：11

台風第1９号への対応
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「令和元年度災害医療対応報告書」 

Ⅱ.佐賀豪雨報告書 
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佐賀県保健医療調整本部における DMAT活動報告書 

–– 令和元年 8月 佐賀豪雨災害 –– 

１． 活動期間 

令和元（2019）年  8月 29日〜9月 2日 

２． 活動場所 

佐賀県庁 危機管理センター（4階）・医療統括監室（3階） 

３． 構成員 

佐賀県保健医療調整本部：  野田 医療統括監（本部長）・中里 技術監 

運営支援： 佐賀県 DMAT・DMATロジスティックチーム・熊本県 DHEAT 

４．管轄区域の被災状況 

九州北部地域に停滞した秋雨前線と台風 11号がもたらした湿った空気の影響で、2019年 8

月 26日頃から九州北部地域は断続的な大雨となった。 

とりわけ、8 月 28 日早朝には 100mm/hr 以上の大雨が観測され、甚大な災害が発生する恐

れが高まったことから、8 月 28 日午前 5 時 50 分に佐賀県、福岡県、長崎県に大雨特別警報

が発令された。 

この大雨の影響で道路の冠水や河川の氾濫、崖崩れ等の事案が発生した。佐賀県内では

武雄市で２名が死亡した他、行方不明１名、負傷者１名となっている。 

佐賀県杵藤地域の順天堂病院では 1 階部分が床上浸水となる被害が発生した。さらに広範

囲の冠水のため周辺道路から病院へのアクセスが不可能となり、一時的に病院が孤立状態

となった。加えて、浸水した近隣工場から流出した工業用潤滑油が病院敷地内に流入すると

いう事案も発生した。 

本降雨災害における佐賀県内の最大避難者数は 8月 28日の 1,401世帯・2,919人であった

が、9月 1日現在 192世帯・375人となっている。 

５．活動内容 

① 活動概要： 主な活動内容を提示

◼ 県庁における活動

・ 8 月 28 日 15：00 に佐賀大学の八幡医師（統括 DMAT）が佐賀県庁に登庁し、DMAT

による活動が開始された。
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・ 8 月 28 日に佐賀県健康福祉対策部 野田医療統括監を本部長として、佐賀県保健

医療調整本部が発足した（別添資料１参照）。当初は県庁新館４階の災害対策本部

内で活動していたが、8月 30日より県庁新館 3階の医療統括監室内にも活動の場を

拡げた。

・ 8月 29日 19：00より県庁各課・関係省庁・DMAT・日本赤十字社・各医療支援団体が

一同に会して第 1回保健医療調整本部会議を開催した。

・ 佐賀県 DMAT（佐賀大学・佐賀県医療センター好生館・今村病院・やよいがおか鹿毛

病院）および DMAT ロジスティックチームが本部に派遣され、8 月 31 日より熊本県

DHEATが参加した。

・ EMIS による医療機関スクリーニングを実施し、医療ニーズに関する情報の収集・分

析を行い、必要に応じて関係機関との連携を図った。

・ 管内保健所において収集された情報の取りまとめを行った。

・ 地域の避難所設置状況を鑑み、杵藤保健福祉事務所内に杵藤地区保健医療調整

本部を設置した。佐賀県 DMAT および DMAT ロジスティックチームを派遣して本部運

営支援に充てた。

・ 浸水被害に遭った順天堂病院に伊万里有田共立病院 DMAT および DMAT ロジステ

ィックチームを派遣した上で病院支援指揮所を設置し、同院に対する診療および籠城

支援を実施した（後述）。

◼ EMISによる医療機関被災状況の評価

・ 8 月 28 日 07：20 に厚生労働省より福岡・佐賀・長崎県内の災害拠点病院の状況を

EMIS に入力するよう指示がなされた。この時点で佐賀県内の災害拠点病院 8 病院

中 3 病院が未入力であったが、10：00 時点で全ての災害拠点病院の EMIS 入力を確

認した。要支援医療機関は白石共立病院であった（食糧不足・スタッフ・薬剤の不足

がその理由であった）。

・ 8 月 28 日 09：00 に県庁から各保健福祉事務所に対して災害拠点病院・DMAT 指定

医療機関を除く一般病院および有床診療所の EMIS代行入力の指示がなされた。

・ 8 月 28 日 09：00 時点での要支援医療機関は 1 カ所（EMIS 入力率 11％）であった

が、12：00時点で最高 11 カ所（EMIS入力率 42％）となった。その後、18：00時点で 4

カ所（EMIS 入力率 75％）、8 月 29 日 00：00 時点で 2 カ所（EMIS 入力率 86％）、12：

00 時点で 1 カ所（EMIS 入力率 95％）、18：00 時点で 1 カ所（EMIS 入力率 97％）と推

移した。最終的に要支援医療機関とされたのは杵藤地域にある順天堂病院であった。

また、最後まで EMIS 未入力であった医療機関は施設廃止もしくは実質的に無床診

療所であったことを確認した。 
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・ 当初 EMISにて要支援とされた医療機関の多くは職員不足がその理由とされたが、そ

の後の職員不足解消に伴って支援不要となった。志田病院（佐賀市）については浸

水被害のために要支援とされたが、その後の浸水解消に伴って支援不要となった。

楢崎内科については停電に伴って入院患者の転院搬送が必要と判断され、自力で

新武雄病院への転院搬送が実施された。その後、8 月 29 日 16：00 に電源が復旧し

たことから、翌 30日には通常診療再開に至った。

◼ 杵藤地域保健医療調整本部における活動（別添資料 2参照）

令和元年 8 月 30 日から杵藤保健福祉事務所内に杵藤地域保健医療調整本部を

設置し、緊急患者対応・避難所スクリーニング・個票作成を行なった。また、ボランティ

アを含めて、熱中症・感染症・油流出に伴う健康被害への対策を実施した。

◼ 順天堂病院に対する対応

1） 覚知

8 月 28 日 15：00 に県内医療機関の被災状況の確認を目的に県庁医務課へ佐賀

大学八幡医師（統括 DMAT）が登庁した。

 佐賀県災害対策本部会議にて順天堂病院周辺の油の混じった水による冠水およ

び院内への浸水があることが判明。「籠城可能か、病院避難が必要か」という判断

を主な活動方針とした。 

2） 状況把握

・ 順天堂病院の詳細情報を把握するため、県庁医務課より職員 2 名を病院へ派

遣し、8月 28日 19：00に順天堂病院に到着した。

・ 院内は膝の高さまで浸水していた

・ ライフラインに関して、上水道のポンプ故障のために貯水を利用中であった。平

時の使用量では約 1.5日分の備蓄であり、早期の水補給の依頼があった。籠城

に備えて、医務課を通して陸上自衛隊へ水の輸送支援を依頼した。

・ 1 階部分の浸水に伴い、老健施設の入所者（総数 70 名）は全員 2 階に避難済

みであった。病院の 2階および 3階が病棟であり、入院患者 110名のうち 43名

が人工呼吸器を使用中であった。また、入院患者の要介護度は概ね 4 とのこと

であった。

・ 病院 2 階部分の高さは周辺防提より高い構造であることを確認した。県庁土木

課から得た情報によれば、深夜の降雨量によっては河川への排水が追いつか

ない可能性があるとのことであった
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・ 陸上自衛隊とも情報共有を行い、その時点では鉄工所からの流出油の危険性

は高くないことを確認した。

・ 8月 28日 23：30時点で病院内の浸水が 3cm高まで改善した。排水ポンプはさ

らに追加設置され、連続稼働する予定となった。

・ 8月 29日 05：30時点で建物内の浸水は 1cm高まで改善した。

・ 病院からの転院が必要な患者の有無を判断するため、8 月 29 日に DMAT１チ

ームを病院へ派遣することとした。派遣 DMAT は伊万里有田共立病院へ依頼

することとし、同チームが対応可能なことを確認した。

3） 病院避難の準備

（1） 8 月 28 日夜間の降雨により 2 階の高さまでの浸水が生じた場合は病院避難を

行う。

（2） ただし、人工呼吸器使用患者や要介護度の高い患者の搬送はリスクが高い。

（3） 籠城に備えて必要物資を供給する。

（1）については、8月 28日夜に県内医療機関へ受け入れ可能人数を確認し、全て

の入院患者を県内医療機関で受け入れ可能なことを確認した。県内 DMAT につい

ては待機を継続とした。また県外 DMAT を要請した場合の参集場所を嬉野医療セ

ンターおよび佐賀大学医学部附属病院とすることに決定した。

ただし実際の避難に際しては（2）を考慮し、病院避難となった場合も活動は 8 月 29

日の日中に行うこととした。 

4） 有田伊万里共立病院 DMAT到着時の評価

・ 8月 29日 12：13に伊万里有田共立病院 DMATが順天堂病院に到着した。

・ 順天堂病院に到着後、以下の状況を確認した。

《人》 

➢ 陸上自衛隊のボートを利用して職員が多数参集しており、院内スタッフは

充足している。

➢ 患者および施設利用者に全身状態の悪化した者はいない。
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《物》 

➢ 病院での水の利用状況として、貯水槽の水を手作業で 2 階・3 階へ運搬し

ていた。運搬した水は手洗いおよびトイレ用水として使用し、飲料水はペッ

トボトルの飲料水にて対応していた。

➢ 嘔吐・下痢等の感染症の傾向はなく、ウェットティッシュペーパーの利用や 2

階以上の建物内の土足利用禁止等、必要な感染対策が十分行われてい

た。

《場所》 

➢ 入院患者および施設入所者が利用するスペースは十分確保されていた。

➢ 院内の浸水はほぼ改善しており、水溜まり程度とのことであった。

【対策】 

➢ ペットボトル飲料水および食事の手配を行うこととした。

➢ 順天堂病院から清掃業者に対して病院内の清掃を依頼し、8 月 30 日には

老健施設の 1階の清掃が行われる予定となった。

5） 籠城支援

・ 上水・飲料水について

➢ ポンプの故障により上水道が断水していた。通常は 1日 50 トンを使用す

るとのことであったため、8 月 28 日より災害対策本部を通じて自衛隊に

給水支援を依頼した。50 トン分の支援は困難とのことであったため、飲

料水の供給もあわせて行うこととした。

➢ 8 月 29 日にペットボトル飲料水を手配した。また同日、航空自衛隊より

20 トンの給水車の提供の申し出があり、平行して供給を行うこととした。

➢ その後、修理業者により上水ポンプの状態を確認し、応急修理の結果、

8月 29日 15：00の時点で病院 2・3階への上水の供給が可能となった。

・ 下水について

➢ 浄化槽ポンプが故障していることが判明したため、30 日に簡易設置トイ

レ（ラップポン）20個を供給した。

➢ その後、バキュームカーによる汲み上げを実施したところ浄化槽のポン

プが再稼働し、上下水の問題も暫定的に解決した。
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・ 酸素について

➢ 8月 31日までの残量であったため、酸素の供給を依頼した。

➢ 8 月 30 日 15：25 に業者のトラックによる陸路搬送で酸素タンクを供給す

ることができた。

・ 医薬品について

➢ 病院から依頼のあった医薬品については、県薬務課を通じて手配した。

➢ その後は自衛隊の協力により、通常通り病院から発注し、薬品卸業者

から病院まで自衛隊車両で薬品を配送するという流れを確立した。

・ 食料について

➢ 管栄養剤の手配に加え、病院からお粥や佃煮の依頼があり、管理栄養

士と連携してお粥の手配を行った。

・ 病院職員通勤支援

➢ 病院職員は陸上自衛隊のボートを利用して通勤した。

➢ 8 月 29 日から 30 日の日中は 118 人、夜勤は 9 人が勤務した。8 月 31

日の日中は 109 人、夜勤は 9 人が通勤する予定とのことであり、職員の

移動に際しての継続的な支援を陸上自衛隊へ要請した。

6） 孤立解除とその後

・ 避難所等医療一般車両によるアクセスが可能となったこと、バキュームカー

による汲み上げで浄化槽ポンプ再稼働し下水に問題がなくなったこと、NTT

へ依頼し、病院への固定回線の仮復旧したことから、籠城支援を終了した。

・ 9月 9日一般外来開始予定である。

◼ 避難所ニーズの把握と整理

8月 28日に避難所が設置され、その利用が開始されていることを確認した。8月 29

日より日本赤十字社救護班による避難所スクリーニングを実施した。その結果、医療

救護班による診療ニーズは低いことがわかった。以後の対応は杵藤地区保健医療

調整本部において継続実施された。
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② 経時的活動記録（クロノロ）抜粋：主な活動時程を提示（日単位）

8月 28日 

05：50 気象庁から佐賀県、福岡県、長崎県に大雨特別警報発令 

08：30 佐賀県災害対策本部を設置 

09：25 佐賀県 DMATに待機要請 

14：55 大雨特別警報解除 

15：00  佐賀大学 八幡医師（統括 DMAT）が県庁へ登庁し、佐賀県保健医療調

整本部が設置された 

15：15 県庁災害対策本部会議において順天堂病院の浸水について報告あり 

19：00 先遣隊として県庁医務課職員を順天堂病院へ派遣 

21：00 順天堂病院の病院避難が必要になった場合に備えて、県内医療機関 

の患者受け入れの可否についての調査を実施し、医療機関リストを 

作成 

23：00  8 月 29 日に DMAT1 隊を順天堂病院に先遣隊として派遣する方針を決

定した 

8月 29日 

12：13  陸上自衛隊に帯同した伊万里有田共立病院 DMAT が順天堂病院に到

着 

12：20 順天堂病院 病院支援指揮所を設置 

12：33 DMATロジスティックチーム派遣要請（8月 29日〜9月 2日） 

15：00  順天堂病院の上水道ポンプの応急修理の結果、上水道の給水が暫定 

的に可能となった 

19：00 第 1回保健医療調整本部会議を開催 

8月 30日 

07：04 順天堂病院周辺の水位が低下し、陸上自衛隊大型車両による陸路で

のアクセスが可能になったとの報告あり 
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11：00 杵藤地域保健医療調整本部を設置 

11：29  順天堂病院の上下水道のポンプ破損が判明し、業者に修理を依頼。簡

易設置トイレ（ラップポン）を発注した。 

12：52 順天堂病院の県庁リエゾンに対する撤収を指示 

13：30 DMATロジスティックチーム隊員 2名が順天堂病院に到着 

14：00 順天堂病院 病院支援指揮所の活動を終了した 

14：20 老人保健施設ほほえみ荘近郊のボタ山の崩落の可能性あり 

15：25 酸素納入業者のトラックにより順天堂病院へ酸素が供給された 

18：47 順天堂病院に到着したバキュームカーによる吸引を実施した結果、

上下水道の浄化槽ポンプ機能が暫定復旧 

8月 31日 

07：40 順天堂病院の CT 機器・X 線撮影機器が全損と判明し、買い替えが 

必要 

09：30 順天堂病院周辺の道路については、概ね通行可能（ただし渋滞） 

9月 1日 

08：50 熊本県 DHEATが県庁に参集し、本部活動を開始した 

11：40 順天堂病院が 9月 9日に診療再開の予定となった 

18：00 県庁保健医療調整本部会議を以て DMATロジスティックチームの 

活動を終了し、本部運営支援を熊本県 DHEATに引き継いだ。 
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③ 管下の医療チームの活動期間と活動場所

活動チーム数・人数： 総勢 21チーム・61名（下表参照） 

各団体の総チーム数、総人数 

団 体 活動期間 チーム数 人数 主な活動場所 

佐賀県 DMAT 8/28〜9/1 8 22 

佐賀県保健医療調整本部   

杵藤地区保健医療調整本部   

順天堂病院 

DMATロジスティックチーム 8/29〜9/1 14 

佐賀県保健医療調整本部   

杵藤地区保健医療調整本部  

順天堂病院 

日本赤十字社救護班 8/29〜 7 39 
日赤災害対策本部 

杵藤地区避難所 

AMDA 8/29〜 1 6 杵藤地区避難所 

peace winds JAPAN 8/29〜 1 9 杵藤地区避難所 

Save the Children 8/29〜 1 4 杵藤地区学童保育施設 

TMAT 8/29のみ 1 4 杵藤地区避難所 

HuMA 8/30〜 1 2 杵藤地区避難所 

合計 21 61 

④ 対応した患者数： 若干名

６．活動の成果と今後の課題 

◼ 指揮系統の確立と移行

【成果】 

・ 発災当日に統括 DMAT が登庁し、災害医療体制の立ち上げを行った。

・ 発災 2日目に DMATロジスティックチームが要請され、指揮系統の確立・移行に貢献

できた。

・ 発災 2 日目に保健医療調整本部会議を開催し、全ての保健医療活動チームを調整

する体制を確立することができた。

・ 発災 3 日目には杵藤地区保健医療調整本部を立ち上げ、避難所の保健医療課題に

対応する体制を確立することができた。
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・ DMATロジスティックチームの活動を DHEATに on the jobで引き継ぐことができた

  【課題】 

・ 統括 DMAT の登庁、DMAT ロジスティックチームの要請は更に早期にすべきではな

かったか。

・ 佐賀県には DMAT ロジスティックチーム隊員（DMAT 研修インストラクター・タスク）が

少なく、本部のマンパワー不足を招いたのではないか。

・ DMAT研修インストラクター養成のための県のサポートが必要ではないか。

◼ 医療機関の情報収集

  【成果】 

・ 全ての医療機関のスクリーニングが実施され、支援が必要な医療機関に適切な支援

が行われた。

  【課題】 

・ 保健所、待機中の DMAT、県保健医療調整本部により EMIS 代行入力が行われたが、

スクリーニングが終了するのに時間を要した。

◼ 順天堂病院の籠城支援

  【成果】 

・ 県職員・伊万里有田共立病院 DMATが水没中の病院にボートで乗り込み、医療機関

を支え、適切な情報を共有することができた。

・ DMATが病院の診療機能を評価し、病院側との協力のもと、籠城可能という判断をす

ることができた。

・ 自衛隊との連携のもと、物資補給を行うことができた。

・ 一昨年度の訓練で順天堂病院も参加する九州・沖縄ブロック DMAT 実働訓練を実施

していたこと、それを契機に病院内でも避難訓練を実施していたことが今回の対応に

活かされた。

・ 順天堂病院ではかさ上げ、自家発電機の 3 階への配置等、水没を想定したハード面

の整備が行われていたことも被害を限局化することに資するものとなった。
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  【課題】 

・ 病院への DMAT投入は、県職員と同時期でもよかったのではないか。

◼ 避難所への対応

  【成果】 

・ 発災 2 日目に全ての避難所をスクリーニングし、医療ニーズが多くないことを判断す

ることができた。

・ 市町村保健師を医療チームが支える活動ができた。

・ 医療機関受診、熱中症、流出油の健康被害等について必要な啓蒙活動を行うことが

できた。

  【課題】 

・ JRAT の要請を行ったが、もっと早期に行えば段ボールベッドの設置等、適切な時期

における支援体制を確立することができたのではないか。

７．まとめ 

統括 DMATが登庁し、災害医療体制を立ち上げ、比較的早期に派遣された DMATロ

ジスティックチームがそれを補強し、亜急性期に続く体制を立ち上げて DHEATに引き

継ぐことができたこと。 

EMIS による医療機関スクリーニングに基づき、支援が必要な医療機関に適切な支援

が行われたこと。 

早期に避難所をスクリーニングし、医療ニーズが多くないことを判断することができた

こと。 

市町村保健師を医療チームが支える活動ができたこと。 

以上が今回の活動の成果である。 

 一方で、更なる早期の統括 DMAT の登庁、ロジスティックチームの派遣要請、佐賀

県内の DMAT ロジスティックチーム要員（研修インストラクター・タスク）の不足、およ

び孤立している病院への DMAT早期投入が課題であった。 
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８．最後に 

 今回の活動は佐賀県庁の多大なる協力のもとに行われた。医療総括監室を本部事務室

として御提供いただいた野田先生には感謝の意を表したい。また、勇気をもって水没中の

病院に出動していただいた県職員、伊万里有田共立病院 DMAT の皆様には敬意を表した

い。さらに、過去の実災害や訓練の教訓を生かし、ハード、ソフト両面の災害準備を行って

いた順天堂病院に敬意を表したい。 

令和元（2019）年 9月 2日 

厚生労働省 DMATロジスティックチーム 
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順天堂病院
支援指揮所

・DMAT（伊万里有田病院

）

・県職

大町 武雄

避難所 避難所 避難所 避難所

保健医療
活動チーム

登録

指示
受け

活動

令和元年佐賀県豪雨災害組織図

保健医療調整本部

本部長：医療統括監

県庁各課関係機関

・医師会
・日赤
・

健康福祉対策部

運営支援

・県災害医療コーディネーター
・DMAT・ロジチーム
・DHEAT

技術監

杵藤保健福祉事務所
（現地保健医療調整本部）

本部長：坂本保健監

運営支援
・DMATロジチーム

杵藤地域医療機関対応（診療所）

• 8月30日朝時点で、診療所（武雄46、大町6、
江北8、白石23）に対し聞き取り調査済み。

• 閉鎖中の３診療所に直接訪問し、調査実施。
– くさの耳鼻咽喉科：床上浸水。医療機器使用できな
い状態。約10日後再開予定

–八木産婦人科：床上浸水。医療機器使用できない
状態。8/31外来再開済み

–なごみといやしのクリニック：床上浸水。8/30再開
済み

• 病院・診療所は上記以外、全て通常診療。急
患対応も問題なし。

< 資料２ >

< 資料１ >
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「令和元年度災害医療対応報告書」 

Ⅲ.台風 15 号報告書 
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安房地域医療センター院内災害対策本部報告書 

 

1.活動期間  令和元年 9月 9日〜9月 16日 

 

2.活動場所  安房地域医療センター内救急棟会議室 

 

3.メンバー  院内 DMAT(藤江聡•常石大輝•長谷川努•関敦子•北條麻由美•照井純) 

病院長(福内正義)、事務部長(堀切伸一、水野徹)、医療技術部長(佐藤潤一)、 

看護部長(大塚逸子、田邊悦子)リハビリ室長(根本達也)、総務課長(高木典

義) 

 

4.管轄区域の被災状況 

千葉県:死者 2名(富里市•南房総市、共に災害関連死)、負傷者 82名(重症 8

名、軽症 72名) 

住宅被害;全壊 363 棟、半壊 3929 棟、一部損壊 62986 棟、床上浸水 34 棟、

床下浸水 57棟 

非住宅被害 801棟、石油コンビナート燃焼放散塔が倒壊(君津市) 

(令和元年 12月 23日消防庁応急対策室発表) 

         ＊管轄区域内の市町村からの公式発表はなし。 

 

5.活動概要  当院本館完全停電、救急棟停電、自家発電稼働につき院内災害モードとし災

害対策本部本部を立ち上げ本部活動を行った。院内活動につき管下の活動チ

ームはなし。 

 

＜クロノロ抜粋＞ 

●9月 9日 

2:55  救急処置室に仮対策本部を設置。 

7:45  院内災害対策本部を設置。 

9:15  本館断水 

9:20  朝食提供終了。 

9:40  館山道閉鎖。 

9:42  県庁より電源車確保中と連絡あり。 

9:45  水を救急棟から運べば本館でトイレ使用可能と報告あり。 

10:00 千葉 DMAT全隊待機中と報告あり。 

10:05 本部ミーティング 

 オペ、滅菌不可。食事提供可能。ライフラインは本館は水、電気ともにダメ、救急棟は非

常電源、水は OK。明日透析患者は近隣病院にて行う必要あり。 

10:30 県庁に上記報告済み。搬送ニーズが上がりそうと併せて報告済み。 
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11:15 北総ドクターヘリ運行開始。 

11:20 電気復旧見込みなし、軽傷の受け入れ可能とした。 

11:25 君津ドクターヘリ運行開始。 

11:50 明日の透析は全て亀田総合病院にて行う方針へ変更。 

11:55 亀田ファミリークリニックより縫合セットを 2セット借用できる見込みあり。 

12:20 亀田総合病院から縫合セット 5 セット貸出可能と返答あり(取りにいかないといけな

い)。 

12:43 亀田総合病院に明日の透析患者を報告済(午前 32名午後 30名計 62名)。 

12:45 救急外来の吸引機が引けなくなる。 

12:50 東京電力より 6万ボルトの鉄塔が倒れていると報告あり、復旧見込みは立たないとの

こと。 

13:40 亀田総合病院より明日の透析患者、正式に受入可能と返答あり。 

14:00 本部ミーティング 

  診療は基本的に他院にお願いする。病棟は重症患者はいない。救急は自力で来院する軽

症が多い。食事は提供可能。院内重油は満タンできた、本館は自家発電稼働すれば約

2.5日、救急棟は約 1.5日賄える。葬儀会社が稼働しているか確認が必要。転院は亀田

総合病院満床のため冨山国保病院へ。 

15:32 亀田総合病院よりトランシーバー借りれるか確認、5台確保可能。 

16:30 本部ミーティング 

  亀田総合病院満床のため転院は冨山国保病院へ。救急外来は午後は少ない。事務職員は

明日私服出勤可能。電機復旧は時間がかかりそう。重油は補充完了。 

17:32 電気復旧。各病棟水道も使える。ナースコール可能。院内 PHS使用可能。外線電話復

旧。酸素 OK。吸引器 OK。 

17:55 エレベーター2機稼働確認済。 

18:11 ナートセット 24セット、亀田総合病院にて滅菌終了の報告あり。 

18:35 サエラ薬局(門前)は電気未復旧の報告あり。 

18:43 電源は安定しているので今夜の夜勤隊の搬送係は解散決定。 

18:45 君津総合病院に参集した DMAT は全チーム君津管内で活動予定で当院に支援は来れな

いと報告あり。 

19:00 県庁より安房管内の EMIS再スクリーニング要請あり、受諾。 

19:00 患者受入拡大なら外来ブースを使用することを検討。 

19:30今夜は電子カルテは復旧の見込みなし。 

20:05 館山市より報告、問い合わせのみ応じているが全体把握はできていない。 

20:10 南房総市より報告、道路通行止め等の情報は把握していない。庁舎でも電話がつなが

らず状況把握できていない。 

20:20 鋸南町より報告、避難勧告は解除したが、災害本部も作っておらず情報もない。 

20:50 電子カルテ:記載と参照のみ復旧見込みあり。 

21:20 本館にて自家発電復旧。今後は停電しても非常電源は使用可能、レントゲン撮影可能
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と報告あり。 

 

 

●9月 10日 

0:53  電子カルテは心電図のみオーダー可能と報告あり。 

7:02  電子カルテ復旧。 

7:17  本日当院にて透析施行できるか透析室に確認依頼する。 

7:42  本日当院にて透析施行可能なことを亀田総合病院へ伝える、他院からの臨時透析受け

入れ可能かどうか 

透析室へ確認依頼。 

8:00  本部ミーティング 

一般外来再開、心カテも行う。リハは通常通り。輸血製剤は全て入れ替えする。 

血培は最小限で。 

相談室は通常体制。館山市•南房総市•鋸南町の医療ニーズを確認する。 

手術は明日より行う。 

9:00  東京労災病院の透析患者 1名館山に旅行中のため当院にて受け入れする。 

9:20  病院洗濯業者も稼働していなく復旧見込みなし。洗濯は各自で行うよう伝達。 

9:30  検査オーダー全て可能になる、看護部に伝達済。 

10:20 看護学校は停電のため本日休校が決定。 

10:35 昨日オーダーした電源車は復電しているためキャンセルした。 

12:49 臨時ベッドを各病棟へ配置済。 

13:10 地域にガソリンが不足、在宅酸素の不足もありそうと DMAT活動拠点本部に報告済。 

13:25 DMAT事務局長来院、当院の現状を伝える。 

13:50 館山道が 12時に開通予定と報告あり。 

15:00 画像オーダー全て可能と報告あり。 

15:00 本部ミーティング 

  スマホの充電は可能とする(オープンにはしない)。イオンモールがオープンしているた

め流通状況が変わる可能性あり。看護師が確保困難なため急性期でもあるため DMAT 派

遣依頼する。 

17:10 冨山国保病院電機復旧報告あり。 

18:20 DMAT4隊が当院に支援決定。明日 9時頃到着予定と報告あり。 

18:51 4名の熱中症患者の受入要請あり、受諾。救急車で 1名ずつくる予定。 

19:00 冨山国保病院は本日受け入れ不可の報告あり。 

19:02 田村病院、館山病院も受け入れ不可の報告あり。 

19:13 職員•職員家族の避難場所としてリハビリ室を開放決定。 

19:15 しあわせの里より 12名の熱中症患者受入要請あり、受諾。内視鏡室を開放し院内 DMAT

隊員で診察を行うことが決定(→その後 23:30全患者帰宅となる)。 

22:30 本部ミーティング 

32



  観光バスは一般向けにオープンする。報道を使い熱中症対策をアピールする。明日マス

コミの取材あり(院長確認済) 

0:00  経産省より支援病院調整項目の調査依頼のメールあり。至急確認依頼あり返信済み。 

 

 

●9月 11日 

7:54  透析室より本日午後に 3名臨時透析受入可能と連絡あり。 

9:16  本部ミーティング 

  DMAT 支援が来て当院で指揮所を立ち上げる。ボランティア受付開始する。医事課、観

光バスでスマホ充電可能とする。ユニホームない職員はビブスを着用する。外来リハは

本日も中止する。 

9:50  当院看護学校の広域ホールを一般市民向けに開放することが決定。 

10:02 和田•丸山地域が断水情報あり。 

10:40 支援 DMAT3チームが順次到着する。 

11:16 CCU4床を加算なし一般床として稼働決定。 

11:29 支援 DMATによる診療支援開始。 

11:45 退院決定も帰宅不可の患者様は家族責任の元会議室を開放して使用してただくこと

が決定。 

12:00 救急手術室を入院待機部屋とすることが決定。 

15:38 帝人酸素 9/12に 50本 9/13に 50本納品可能と連絡あり、本部として正式に発注。 

16:05 安房地域保健医療調整会議 

 当院の現場説明。南房総市＆館山市:昨日まで全庁ストップ、一部停電断水あり。中原病

院へ発電機貸した。 

 安房保健所:情報を県に上げている。EMIS にて病院、薬局情報を調べていた。医師会:中

原病院が本日になり危機へ、紹介がうまくいっていない。亀田ファミリークリニック:

重症患者スクリーニング済み。消防：救急車要請が通常の 2倍で病院への報告ができな

い。救急車 2 台が破損した。小林病院:現在も停電中だが屋上タンクは稼働している。

水は枯渇したが電源車は確保済み。支援 DMAT:避難所のニーズはありそう。診療支援は

終了し慢性期につなぐ方針。 

17:30 本部ミーティング 

  追加の県外 DMAT はなし。金曜日くらいで退去予定。明日よりどのような支援が必要か

考えていく。 

19:00 千葉県内 DMAT、医師看護師の支援を依頼中。 

 

●9月 13日 

7:20  千葉県看護師協会より支援ナースが来ると連絡あり。 

8:00  本部ミーティング 

  本部運営について話し合いが必要。患者の域外搬送も検討する。休めるスタッフは積極
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的に休んでいただく。 

  今後の入院は転院を前提に受け入れる。 

10:34 病院が災害モードであることを周知するよう依頼済。 

12:55 自衛隊によるヘリ搬送が決定、保健医療調整本部より県庁へリストを提出してもらう。 

15:00 フライト詳細決定。10:00 発 4 名まで可能と報告あり。当院スケジュール:8:00

までに患者を待機エリアに移動。8:30 時間厳守で当院出発。荷物は診療に必要な物の

み。 

17:00 本部ミーティング 

  救急患者は落ち着き始めている。臨時ベッドは減少方向へ。災害処方箋は運用不可。院

内情報を office365 や職員更衣室等 3 箇所に掲示する。院内災害対策本部を本館第 2

会議室へ移動、安房保険医療調整本部を救急棟 3階会議室へ移動。 

18:50 亀田総合病院災害対策室撤収。 

20:20 支援 DMAT より避難所は想像以上に深刻で声を上げていく必要がある、と報告あり。

危機感を持って対応するようにと助言をいただく。 

21:30 支援 DMAT全隊撤収。 

 

 

●9月 14日 

9:00  東京医科歯科大学救急災害医学より 9:00-21:00,21:00-翌 9:00 で救急医師 2 名ずつ

の医師派遣開始(-16日) 

9:38  館山自衛隊より 4名の搬送患者は慈恵柏病院に搬送予定との報告あり。 

9:42  病棟臨時ベッド調整、5階 3床、4階 3床、3階 2床とする。 

10:16 館山病院に TMAT到着済。レスパイト入院 4名ほど受入可能と連絡あり。 

10:47 県庁より 4名のヘリ搬送患者の行先は決定次第連絡すると報告あり。 

16:00 安房保健医療調整会議より域外搬送は AMAT や日本医師会が担ってくれる予定と報告

あり。 

 

●9月 15日 

8:00  本部ミーティング 

夜間は落ち着いている。支援本部は夜間活動していないため院内本部も夜間体制につい

て検討する。 

10:15 看護師の精神的疲労について相談あり。臨時ベッドを早期に無くす、入院病床を絞っ

てフレキシブルに対応する。新規入院は亀田総合病院へ、もしくはレスパイト転送を考

慮する。 

12:40 支援チームのシフト調整を病院に引き継ぎたいと相談あり。 

 

●9月 16日 

8:00  本部ミーティング 
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  当面は 130床をキープしていく。スタッフの疲労が蓄積してきている。入院が必要な患

者は転送する。亀田ファミリークリニックは復電、医療機器も問題なく使用可能。院内

災害本部は本日で閉める方針。明朝は会議なし。安房保健医療調整本部は明日より保健

所内へ移す方針。 

8:20  当院への支援本部は AMAT隊で請負い明日以降も院内にとどまる。 

10:09 土砂災害警戒レベル 4が発令されたため外来待受スペースをオープンする。帰宅せず

に待機していただく。 

10:30 本館 1階待合室を正式に開放、院内放送にて周知済み。 

11:50 館山病院職員より菱沼橋(館山病院真裏)が氾濫寸前と情報あり。 

17:30 院内災害本部解散、以降総務課へ引継済。 

 

＜対応した患者＞ 

破損家屋によるガラスや釘などの軽傷外傷患者、高所転落外傷による中〜重症外傷患者、熱

中症患者、災害によるストレス性疾患、脳梗塞/心筋梗塞患者、処方切れの患者、など災害

関連患者、および日常でも来院する災害関連性のない患者 

※総数、内訳は J-SPEEDへ集計/報告ずみ 

 

6.活動の評価と今後の問題点(できたこと、できなかったこと) 

（できたこと） 

 停電当時勤務していた救急看護師が DMAT 隊員だったこともあり、発災直後から仮対策本

部を設置し情報収集に努めることができた。夜が明け、出勤可能になった時点で正式に災害

対策本部が設置されて CSCAに基づき本部活動が開始できた。電話は通じず衛星電話を設置、

1 台は通話用、もう 1 台は通信専用とした。EMIS で被害状況を入力しようとしたが、9 月 7

日の政府訓練の直後だったため千葉県は「訓練モード」のままであり即時の入力は見合わせ

電話で地域災害基幹病院に報告した。また、一部通じた携帯回線にて LINEを用いて県内 DMAT

インストラクターに現状を伝えられた。以後、本部活動はライフラインの確保を中心に行っ

た。連絡を密することにより自家発電の燃料は提携業者から納品ができた。9月 9日夕方の

電気復旧後は多数傷病者受入に焦点を切り替え、活動ができた。各病棟臨時ベッドを配置し

多数傷病者受入に備えたコントロールを行うことができた。 

 

(できなかったこと) 

本館は完全に停電し昼間にも関わらず光が入らず視野不良であった。各階段に誘導棒をおい

たがほとんど見えなかった。その中エレベーターも止まっていたため入院患者の食事を始め

各運搬を職員で行った。台風接近は予測できていたが、事前にランタン等も準備していなか

ったため光源の確保は非常に苦労した。また、本部活動で仕入れた道路状況やガソリン、食

品の流通状況等を現場の職員に知らせることが出来ず職員間で把握情報の解離も見られて

しまった。地域的にインターネット回線が途絶している家庭も多く携帯電話もつながりにく

い状態の中、当院で使用している office365へのアクセスは個人スマートフォンアプリから
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は BYOD の観点から難しく病院の状況も把握することが困難であった。院内にも掲示したが

見ない職員も多かった。以後改善し個人のスマートフォンでも病院情報を把握できるように

する対策が必要だと思う。また、病院の停電対応や多数傷病者受入に意識を集中してしまっ

たため被災者である職員のケアまで頭が回らず、被災状況の確認や生活支援等の活動が遅く

なってしまった。南房総地域での被害が甚大にも関わらず報道はなく、君津管内の報道ばか

りであったため君津管内の方が被害が甚大だと思い込んでしまったことも否めない。また、

病棟看護師からは支援 DMAT の皆様とコミュニケーションがうまく取れず役割分担もうまく

できなかった。 

 

 

7.まとめ 

当院が停電直後から深夜帯にも関わらず仮対策本部を立ち上げることができ、翌朝には正

式な院内災害対策本部を立ち上げられたことにより停電中は病院避難することなく籠城を、

復電後は多数傷病者受入と支援チームの皆様のお力もあり潤滑な災害医療活動を行うこと

ができたと考えられる。また、地域災害基幹病院である亀田総合病院災害対策本部とは連絡

も密に取れておりお互いの情報共有もすることができた。活動拠点本部の電話は通じないこ

とも多かったが、県災害対策本部、活動拠点本部、病院指揮所で顔の見える関係を築けてい

たことにより LINE を通じて情報共有することができたと思う。安房保険医療調整会議では

院内 DMATが支援チームとの橋渡役となったために潤滑な情報交換もすることができた。 
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君津安房ＤＭＡＴ活動本部報告書 

 

 

１．活動期間 

  2019年 9月 9日～2019年 9月 13日 

 

２．活動場所 

  君津中央病院 4階講堂、1階救急外来、鈴木病院 

 

３．メンバー：本部のメンバー 

  本部長 北村 伸哉(君津ＤＭＡＴ)・富田 啓介 (君津ＤＭＡＴ) 

  本部員 ＤＭＡＴ・ＤＭＡＴロジステックチーム  

      君津健康福祉センター(保健所)・君津木更津医師会 

 

４．管轄区域の被災状況（最大避難者・避難者数、避難者の経緯） 

  別添のとおり  

 

５．活動    別添資料 1～４のとおり 

① 活動概要                 

② 経時的活動記録（クロノロ）抜粋 

③ 管下の活動チーム 

④ 対応した患者 

 

６．活動の評価と今後の問題点（できたこと、できなかったこと） 

 ○成果 

・ＤＭＡＴ活動拠点本部が立ち上がるまで、保健所と連携し、地域のスクリーニング  

（ＥＭＩＳ入力）は速やかに行われた 

 ・ＤＭＡＴ調整本部との指揮命令系統は確立でき、基本方針も明確であった 

 ・君津消防と連携することができた 

 ・現地指揮所は消防の協力により、安全が保たれた 

 ・救急隊、ＤＭＡＴ隊により当院へ集中搬送後、無事に分散搬送することができた 

 ○課題 

・県も病院も災害対策本部の設置が遅れた 

・非常電源で病院機能が保たれていることを院内で共有できなかった 

 ・災害モードであることを周知できるまで定期手術が行われた 

 ・固定電話の代替となるべき情報伝達手段が相次いで通信不能になった 

 ・ＣＬＤＭＡＴ（千葉県地域災害医療派遣チーム）を招集できなかった 

 ・マンパワー不足のため、ＳＣＵの入退出管理が不正確になった 
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 ・広域搬送カルテも院内災害カルテも活用できなかった 

 ・最初から過密な搬送を検討してもよかった 

 

７．まとめ 

 ・被災地におけるＤＭＡＴ活動拠点本部として初めての活動を行った 

 ・日頃の訓練の成果により地域のＥＭＩＳ入力率は高く、ＤＭＡＴ活動方針を速やか、  

かつ明確にたてることができた 

・この結果、最大の目的である病院避難もＤＭＡＴや消防の協力により達成することがで

きた 

・院内において災害モードであることを周知できず、活動は一部の部署に限られ、病院全

体が活動することができなかった 
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君津安房DMAT活動本部 <　資料1　>

富津市

袖ケ浦市

避難所の開設と避難者の状況 避難所の終息

9月9日　８：００　6か所24人

　　　　１０：００　1か所1人

9月9日～13日　2～7か所開設

9月14日以降０　開設０

（9月17日以降１～４か所開設、

17日と２２日に利用者１人有）

　避難所としての開設０

9月10日～１５日　８、９か所53人

　避難者は０

９月９日～１１日

　　　　５か所→２か所

　　　　４２人→２１人→１２人

9月１１日以降０

　１、２か所開設していたが

管内市の避難所の状況　
県防災危機管理課発表データから

9月２３日まで5～１０人強

　　　　　避難者４～４０人

9月１１日以降０

9月16日～20日　１０か所20人弱

9月24日以降０

　避難所としての開設０

9月9日　8か所17人

９月９日　８か所　２９→１９→１人

木更津市

君津市
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  ＤＭＡＴの活動報告（抜粋） 

 

９月９日（月） 

 ９時     君津・安房・いすみ保健所で２次医療機関スクリーニング開始 

        併せて道路状況の情報収集 

 ９時４７分  DMAT 隊員待機要請 

 １１時４５分 北村医師より鈴木病院のスクリーニング指示（DMAT 隊員） 

 １２時５０分 鈴木病院からの病院避難確認 

 １３時４０分 DMAT 活動拠点本部立ち上げ 

        鈴木病院に現場指揮所立ち上げ 

 １４時３０分 県庁に応援の DMAT 隊５隊を要請 

        ９日から１３日にかけて継続的に医療機関・避難所のスクリー 

        ニング（患者・ライフライン確認）（DMAT 隊員・君津保健所） 

        ９日から１２日までは安房圏域も同様にスクリーニング（DMAT 

        隊員・安房健康福祉センター） 

 １８時３０分 茨城 DMAT 到着 以降は県内災害拠点病院 DMAT、東京 DMAT、 

        神奈川 DMAT 参集 

        主な活動内容 鈴木病院から当院への患者搬送（ピストン）及 

        び現場指揮所活動（鈴木病院） 

 ２２時～   県内の被災していない医療機関へ受入先精査（病院長・医師会 

        長） 

        被災地外（神奈川県）医療機関受入可能 

９月１０日（火） 

 ０時～    当院から DMAT 隊により被災地外（神奈川県）への患者搬送開始 

        併せて、県内被災していない医療機関に患者搬送開始 

 ３時～    DMAT（第１次）撤収 第２次隊県調整本部に要請 

 ５時２５分  県調整本部、県内医療機関受入先をスクリーニング 

        DMAT１５隊派遣予定 

 ７時３５分  ドクターヘリ調整本部より CH-47（自衛隊機）対応可能 

        桜井運動場から下総（駐屯地）フライト可能 

 ８時００分  当院にいる２９名を県内の医療機関に搬送して完結する。 

 ８時１０分  桜井運動場は不適 木更津駐屯地まで患者搬送で決定 

 １０時～   県内 DMAT 到着（第２次） 

        主な活動内容 患者搬送（医療機関・木更津駐屯地）  

 １５時１０分 鈴木病院の受入患者を被災地外に搬送終了 
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 １４時～   君津・安房地域のライフライン（電気・水）のスクリーニング 

 １９時１６分  経産省より電源車の派遣協議 

９月１１日（水）  

 １時１０分   神奈川ロジスティックチーム到着 

 ２時３０分   EMIS ライフライン精査開始 

 ７時４５分   要支援病院の状況確認 君津保健所と情報共有  

         避難所情報を保健所に上げてもらう。 

 ８時４７分   安房地域要支援病院に現地確認開始 

 １０時～    安房保健福祉センター、亀田総合病院、 

         安房地域医療センター情報が錯綜 

 １５時～    要医療支援病院を３病院とする。（君津・安房） 

         県外からの派遣はなし 

 ２０時４５分  今後 DMAT の要請はなし決定 

         保健医療調整本部を君津保健所と 

         安房保健福祉センターに立ち上げる 

 ２２時４１分  安房保健福祉センターは亀田総合病院と連携 

９月１２日（木） 

 ５時５２分   日赤救護チーム投入（君津・安房） 

 １１時～    引き続き君津地域医療機関のスクリーニング 

         安房地域に日赤チーム資源投入 

         第１回君津地域保健医療調整会議開催 

 １７時００分  第２回君津地域保健医療調整会議開催 

         １３日に DMAT 活動本部から保健医療調整本部を保健所内に 

         設置することを決定 

 １９時１４分  日赤災害コーディネーターチーム到着 

９月１３日（金） 

 ８時３０分   DMAT 活動本部撤収 

         君津保健所で日赤災害コーディネーターチーム活動 

 

 

 

 君津中央病院 DMAT（CLDMAT 含む） １８名 

 DMAT４１チーム参集 １７６名（うちロジスティックチーム 1 チーム５名） 

 群馬 DPAT（精神医療） １チーム ４名 
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君津安房DMAT活動本部　DMAT派遣チーム < 　資料3　＞

都道府県 医療機関名 リーダー 人数 備考

1 千葉県 千葉労災病院 山本　奈緒 5

2 千葉県 千葉市立青葉病院 山口　毅 3

3 千葉県 東京ベイ・浦安市川医療センター 本間　洋輔 4

4 千葉県 東京ベイ・浦安市川医療センター 山形　梨里子 5

5 千葉県 東京ベイ・浦安市川医療センター 溝邉　倫子 5

6 千葉県 東京ベイ・浦安市川医療センター 溝邉　倫子 4

7 千葉県 東京歯科大学市川総合病院 瀧川　穣 5

8 千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 卯津羅　雅彦 6

9 千葉県 船橋市立医療センター 蘇我　孟群 5

10 千葉県 千葉県済生会習志野病院 長門　芳 5

11 千葉県 東京女子医科大学付属八千代医療センター 木村　友則 5

12 千葉県 東京女子医科大学付属八千代医療センター 貞広　智仁 5

13 神奈川県 横浜労災病院＋北里大学附属病院 中森　知毅 5

14 東京都 都立多摩総合医療センター 光銭　大裕 4

15 東京都 日赤医療センター 中司　峰生 4

16 東京都 都立広尾病院 城川　雅光 3

17 東京都 公立昭和病院 小島　直樹 3

18 東京都 武蔵野赤十字病院 福嶋　一剛 5

19 東京都 東京医科歯科大学病院 加地　正人 3

20 東京都 昭和大学病院 中島　靖浩 4

21 東京都 八王子医療センター 齋藤　健吾 4

22 東京都 東京曳舟病院 石原　哲 5

23 東京都 東京曳舟病院 長橋　和希 1

24 東京都 東京北医療センター 坂上　達也 5

25 東京都 平成立石病院 大桃　丈知 4

26 埼玉県 深谷赤十字病院 長島　真理子 5

27 埼玉県 さいたま市民医療センター 村田　信也 4

28 埼玉県 国立病院機構埼玉病院 服部　純尚 4

29 埼玉県 済生会栗橋病院 木村祐也 5

30 茨城県 茨城県立中央病院 松下　俊介 3

31 茨城県 筑波メディカルセンター病院 田中　由基子 4

32 茨城県 水戸赤十字病院 遠藤　聖 4

33 茨城県 筑波大学附属病院 下條　信威 4

34 茨城県 筑波大学附属病院 城戸　崇裕 5

35 茨城県 水戸済生会総合病院 玉造　吉樹 5

36 茨城県 総合病院土浦協同病院 小山　泰明 5

37 茨城県 水戸医療センター 東郷　真人 3

38 茨城県 城西病院 村田　智史 5

39 茨城県 JAとりで総合医療センター 寺内　真理子 5

40 茨城県 筑波記念病院　 立川　法正 3

41 茨城県 日製ひたちなか病院 柴崎　俊一 5

42 群馬県 群馬DPAT赤城病院 関口　秀文 4 精神医療

180
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香取海匝ＤＭＡＴ活動拠点本部報告書 

 

１．活動期間 

   

令和元年 9月 9日（13：50）～9月 10日（18：00） 

 

２．活動場所 

 

  総合病院国保旭中央病院内 

 

３．メンバー：本部のメンバー 

 

【旭中央病院】 

  医   師：高橋、杉山、伊藤 

  看 護 師：山田、増田、高木、石毛、赤沢、飯笹 

  業務調整員：新井、三好、佐藤、小沢 

 

【ロジスティクスチーム】 

  独協医科大学病院 和気晃司 医師 

  済生会宇都宮病院 林 洋克 業務調整員 

 

【傘下ＤＭＡＴ】 

  県立佐原ＤＭＡＴ          看護師 2 業務調整員 1 

日製ひたちなかＨＰＤＭＡＴ 医師１ 看護師１ 業務調整員３ 

  筑波記念ＤＭＡＴ      医師 1  看護師 1 業務調整員 1 

 

４．管轄区域の被災状況（最大避難者・避難者数、避難者の経緯） 

・電力に問題 旭市 ２施設、香取郡市２施設 

 給水に問題 匝瑳市 ３施設 

 

【当院】 

近隣透析クリニックより受け入れ 9/9：73名、9/10：92名 

9/9内科処置室造設、在宅呼吸器・酸素の受け入れ（2名） 

9/10～9/12臨時病棟開設 

 

   【他施設】 

    停電が続いたことによる熱中症多発 

    → 香取市栗源病院 53名 
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５．活動 

① 活動概要 

 香取海匝地域医療機関スクリーニング 

② 経時的活動記録（クロノロ）抜粋 

別紙参照 

③ 管下の活動チーム 

県立佐原ＤＭＡＴ・ひたちなかＤＭＡＴ・筑波記念ＤＭＡＴ 

④ 対応した患者 

情報収集が主であり、医療ニーズについては特になし 

 

６．活動の評価と今後の問題点（できたこと、できなかったこと） 

• DMAT 活動拠点本部が先に立ち上がり、院内災害対策本部を立てずに対応してしまっ

たため、自院での災害対応が不十分だった。 

• 千葉県 DMAT 調整本部の指示ではあったが、停電の状況下でかつ危険な深夜に、調査

業務を隊員 1名で行かせてしまった。 

• 近隣災害拠点病院と連絡を取り合って、広い活動範囲をカバーすることが出来た。 

• 台風 19号では 15号の反省を踏まえて、台風上陸前より 

スタッフの増員や保健所との連携を行った。 

• 風水害の各部署状況報告と院内全体会議を 12月に実施予定 

• 災害レベルの起動基準または自動設置できる基準を決定 

• 安否確認システムの起動基準を設定 

• BCP再修正 

• DMAT の活動内容について職員へ周知するため、現在行っている院内勉強会の資料を

修正 

• DMATの勤務調整について、災害師長より師長会で周知徹底 

 

７．まとめ 

• 活動拠点本部を経験、病院スクリーニングや患者移動を実施した。 

• 台風という予測可能な災害では、事前準備を行うことで活動が 

改善することを経験した。 

• 訓練や事前準備の重要性を忘れずに、今後の災害活動に生かしたい。 
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香取海匝DMAT活動拠点本部　クロノロ <　資料1　>

年月日 時刻 発 受 内容

千葉県　香取海匝DMAT活動拠点本部（旭中央病院内）

2019/9/9 13:50 DMAT活動拠点本部 旭中央病院本館３階第１会議室へ本部設置

11:15 京友会 AGH（千葉DMAT香取海匝活動拠点本部）電話にて確認。自家発電についてよく解らないとのこと。現在、緊急患者等はなく。ヘルプ要請なし。 病院へ確認に行くか

11:25 山野 AGH 県立佐原、保健所にて、燃料、水を手配

12:42 田辺 AGH 自家発の燃料なしだが、緊急を要する患者はいないとのこと。 継続確認必要

12:48 藤田 AGH

１２：４３EMIS入力済。この時点で緊急時入力あり、電気・水だめ

１２：５４に更新されているが内容変わっていない。緊急連絡先へはつながらな

い。

１３：１９藤田病院停電しているが、大丈夫とのこと。

海匝保健所から連絡待ち

12:53 銚子市立 AGH １２：３８　電気発電機仕様で半日の入力のため確認、河和田、これから１０時間は燃料もつとのこと

13:08 LINE AGH 千葉大に活動拠点本部が立つ。君津地域で鈴木病院１００床が病院避難の情報

13:09 AGH １３：０９EMIS入力（健康福祉部代行入力）を確認。海上寮、電気・水だめ

13:15 DMAT調整本部 AGH 香取海匝活動拠点本部立ち上げ指示。美浜病院確認する

13:50 AGH 香取海匝活動拠点本部立ち上げ

13:58 AGH チームビルディング

14:15 AGH DMAT調整本部 武正氏へ美浜クリニックの件は解決済であることを報告

14:30 京友会 EMISにて京友会は電気×→○を確認

14:31 聖母療育園 AGH

14：00以降に保健所へFAXすることになっている

電気自家発対応中、水道OK、ガスはプロパン

代行入力済

14:50 イムス佐原 AGH
要手配のため確認。現在は復旧しており通常通り。

代行入力にて変更済。
14:55 飯倉医院 AGH 復旧済にて、通常運営

15:09 香取・海匝保健所 AGH 保健所穴沢さんより、これから職員伊藤氏が向かう１時間ほどで着予定

15:03 聖母療育園 聖母療育園代行入力済

15:13 守医院 AGH 守医院問題なし、EMIS入力済

15:20 栗源HP、小見川HP、多古HP、神崎クリニック、山野HPAGH
栗源HP、小見川HP、神崎クリニック、多古HPは電気OK

山野HP→生活用水なく、県から５００MLペットボトル配給予定

15:24 田辺HP AGH
停電継続中だが特に問題なしとのこと

EMIS代行入力済
15:26 銚子市立HP AGH やすみ氏から自家発用の重油の手配がついたとのこと

15:43 東洋クリニック AGH 匝瑳市の東洋クリニック全滅、透析患者７０名を旭中央にて受け入れ開始（夜間２サイクル稼働させて対応する）

15:50 AGH 現在、一般１５床、ERW・B１０床の空将あり

15:50 AGH 在宅人口呼吸器管理患者　成人1名８西病棟入院、１名は自宅にて対応可能、小児外来フォロー４名小児科病棟入院

15:58 AGH 医療相談室を通して、旭市、匝瑳市、銚子市の在宅療養中患者についてフォロー必要な方を確認依頼

16:00 AGH 内科処置室３０床確保、スタッフ手配中

16:07 AGH 内科処置室３０床確保予定であったが１７床しか確保できない

16:10 AGH 海上寮療養所

確認。水は水道利用、地下水は停電のため使用できない。

電話連絡は聖母療育園に繋いでもらう形、電気×で自家発は防災設備にのみ使

用。
16:10 AGH 聖母療育園 確認。自家発燃料は1日分だが、軽油使用で買い足せるので問題ない。

16:20 AGH 香取海匝保健所着（伊藤氏、中村氏）

16:25 保健所・旭市 AGH 保健所と旭市に確認。在宅フォロー患者なし。

16:25 AGH 藤田HP
確認。藤田HPに確認、貯水槽の水を使用しているが現状大丈夫

EMIS代行入力済
16:27 AGH 小見川HP 確認。電気復旧

16:47 AGH AGH

透析患者74名受入れ、ERW・B１３床確保、A４床確保、一般病床１３床確

保、内科処置室（１７床内パイピング無3床、椅子3床、

ベッドが不足した場合は化学療法室から搬入する

人員配置（各部署２名残り采配は伊藤副局長）

16:56 県調整本部 AGH 調整本部より、燃料の不足する病院を確認するよう指示あり。

15:15 各HPへ確認 AGH

栗源HP：自家発17：07時点で24時間もつ、燃料補給も確保可能。水は枯渇

寸前→県へ依頼中

神崎クリニック：入院１２名の腰椎圧迫骨折。発電機は７２時間使用対応なの

で燃料の問題ではない。エアコン使用できない。重傷者はいない。

匝瑳市民HP：自家発は燃料補給できる。17：08これから断水が始まる受水槽は

１日分、飲料水も1日分、入院患者の食事は３日分、人工呼吸器装着者３名

多古中央HP：自家発2～3日もつ（エアコン、電カル使用できない状態）、検査

対応もできない。重油補給可能、水問題ない。

藤田HP：飲料水２日分、生活用水は貯水槽で対応２日分

山野病院：自家発は朝には燃料なくなる（軽油）、飲料は県が確保してくれた。

17:40 AGH 県立佐原 県立佐原職員へ、山野病院へ軽油とライトと延長コードを持参していたあけるよう依頼。

17:45 保健所 AGH
田辺病院：電気なし自家発なし、連絡先事務長●●●ー●●●●ー●●●●

オグラさん。
17:55 調整本部 AGH 山野HPの燃料について継続サポートし報告すること。

17:57 AGH 旭市総務課椎名副課長田辺病院の状態について情報共有した。

18:00 銚子市立HP AGH やすみ氏から１８時電気復旧の連絡。救急を含め通常運営となるとのこと。

18:10 AGH 栗源HP 確認。栗源HP川島氏より軽油の購入できるところを教えてほしい。

18:12 AGH 保健所 確認。水道の復旧の見通しがない。匝瑳市の水道復旧は明日もだめ

18:15 保健所 AGH 上記情報は保健所より、県の災害対策本へ連絡済

18:18 AGH 調整本部 匝瑳市民HP、九十九里HPの断水及び復旧情報について調整本部末広氏へ連絡

18:27 AGH 県立佐原HP 確認。山野病院自力で軽油確保可能。延長コードとライトは県立佐原HP

18:35 AGH 旭市企画政策課 確認。醍醐氏、情報旧友を了解した

18:36 AGH 保健所

確認。災害対策本部情報、いろいろな地域で水が不足しているので、もう少し時間

がかかる。県からの回答待ちである。匝瑳市民HP1日１００ｔ、九十九里HP１日

４０ｔ必要。
18:58 AGH 保健所 確認。匝瑳市の水については直接県より拠点本部へ連絡予定。

19:30 AGH 県立佐原HP

確認。」県立佐原ＨＰより山野病院に物資輸送済み

県立佐原ＨＰ　ＤＭＡＴ解散　（シマムラさん●●●ー●●●●ー●●●●に

連絡すれば再招集可能）
19:39 AGH 当院空床：一般１６、ＥＲＷ２０

20:30 調整本部 AGH ＤＭＡＴ３隊の派遣を予定しているが、増減についていかがか。

20:44 AGH 調整本部 現在はニーズがないので、派遣の必要はない。

20:44 栗源ＨＰ AGH 発電機の軽油は明日朝分までを購入した。必要に応じて追加購入していく予定。

21:01 AGH 栗源ＨＰ 一日の水使用量と現在の残量を教えてほしい旨依頼
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21:12 栗源ＨＰ AGH
川島様より担当者不在のため一日の使用量及び残量は不明。２タンクあるうち１タ

ンク残っている。明日、担当者が出勤後に回答する。
21:13 AGH 神崎Ｃ 留守電のアナウンスで連絡つかず

21:40 AGH 県調整本部 指示された電気・水の表を記入し返信済

22:15
独協医科大学ＤＭＡＴ和氣医師、済生会宇都宮病院ＤＭＡＴ林ロジ。到着、

ブリーフィング。

22:50 AGH 活動方針

今晩については、各病院のライフラインは確保されている。明日の朝以降の復旧状況

に応じて対応をしていく。

・匝瑳ＨＰ、九十九里ホームＨＰ、藤田ＨＰの水

・栗源ＨＰ、神崎Ｃ、多古中央ＨＰ、田辺ＨＰ、山野ＨＰの電気

・問題のない病院についてもスクリーニングを実施する。

・患者の受け入れ要請があれば随時対応する。
23:24 旭市 AGH １９，１００戸の停電、復旧進行状況等は不明。

23:40 AGH 空床：個室３、大部屋３、回復室２、ＥＲＷ１０

2019/9/10 1:25 AGH 匝瑳市役所 災害本部9日立ち上げたが、10日日中には解散予定

大半停電復旧見込みは10日いっぱいの見込み

東電とは復旧時間おもにコンタクトしている

市民病院停電のため9，10日は外来休診

→市民には防災無線で周知済

避難所は立っていない

1:37 AGH 香取市役所 災害対策本部9日立ち上げ。停電

避難所2カ所（佐原中央公民館9日21時：47名在室）詳細不明

未（小見川市民センターいぶき館9日：57名在室）

保健所介入：未医療ニーズ不明　両方とも電気残り1日　エアコンOK

1:41 AGH 神崎町役場 業務終了アナウンスのみ

1:42 AGH 多古町役場 災害本部9日立ち上げ　ほぼ全域停電

9日20:30　庁舎含む中心部のみ一部通電

東電より完全復旧は11∼12日になる見込み

避難所１（多古ラボ）臨時：電気OKのため

9日23時現在21名（内3名小児）

医療ニーズ不明　保健所介入：未

1:50 AGH 東庄町役場 9日AM7時災害対策本部立ち上げ

避難所2カ所:電気、エアコンOK

東庄公民館　9日23時現在　8世帯14名

東庄町保健福祉総合センター　9日23時現在　5世帯18名

詳細は不明　保健師23時まで滞在

1:55 AGH 横芝光町役場 災害本部なし

防災担当：ヒラノ 各部署課長内で情報共有中

町内全域停電中　水は9日PMより断水

10日AM5時に移動電源車搬入予定。

浄水装置に必要な電気がないため

避難所１　町民会館　50名程度

保健所介入：未　詳細不明

2:22 スマホ 神崎町役場　防災無線情報　9日16時

避難所開設（神崎ふれあいプラザ保健福祉館）

断水　復旧：済

停電：市内ほぼ全域

2:07 AGH 千葉県調整本部 病院調査、避難所スクリーニング等で支援DMATを手配できないか→調整する。

県立佐原病院は医師東京在住のためチーム登録していない。医師抜きで登録して

もよいか。→できれば医師も入れてほしい。

他の応援DMATがくる場合で医師が複数なら１名佐原DMATに加わってもらう方向

で。

3:09 千葉県調整本部 AGH
9/9の21時以降の更新がないため、神崎クリニックの詳細情報に関する調査を早急

に。
3:56 ロジ小澤1名、神崎クリニックへ調査のため出動。

5:02 ロジ小澤 AGH
神崎クリニックに到着。夜間診療ボタンを押すも応答なし、ノックするが応答なし。朝の

診療開始を病院駐車場で待つ。
5:45 ロジ小澤 AGH 神崎クリニック看護部長と接触。

6:28 ロジ小澤 AGH 詳細情報の報告あり、

千葉県調整本部 AGH 君津よりDMAT２隊派遣決定。

6:44 AGH 佐原ロジ島村 県立佐原DMATにチームビルディング依頼

7:15 AGH 千葉県調整本部 神崎クリニックの電気状況についてメール送信

7:41 佐原DMAT AGH 佐原DMAT（ロジ１、看護師１）は出動可能

7:44 AGH 調整本部
調整本部武正氏に確認、チーム構成として今回に限りロジ１看護師１で活動を認

めるとのこと。
7:47 AGH 佐原DMAT チーム登録を支持

8:00 ミーティング

和氣医師、林医師紹介。佐原DMATが活動に加わる。その他DMAT２隊が派遣

予定。

・赤HPの調査

・香取方面を佐原DMATに依頼

・当院からも２隊の情報収集のための派遣を予定

・余裕がでれば避難所等のスクリーニングを行う

・神崎Cは確認を優先する

・院内については空床１３床（内一般床３床）

・準夜帯７９名来院、救急車４９台受入れしている

・透析は７３名を受け入れた。本日９０名受入れ予定

8:02 調整本部 AGH

山野病院、東電の電源カーが来て、電源復旧。通常復旧まで対応してくれるとのこ

と。水もOK。

・田辺HPと聖母療育園に確認に行く（高橋先生のチームとする）
（聖母療育園：人工呼吸器管理患者について確認を実施する。重度障害幼

児）
8:37 AGH 多古HP 状況確認。多古HP、電気復旧。通常どおり

8:44 AGH 九十九里ホーム 状況確認。今朝断水解除となり、通常運営

8:47 AGH 藤田HP 状況確認。復旧済。通常運営。

8:48 AGH 匝瑳HP
状況確認。７：００断水解除、電気は自家発中。外来診察は薬のみの方として

いる。医療ニーズなし。

9:08 AGH
聖母療育園は電話が「ネットワーク設備の・・・」アナウンスで繋がらないので情報をとり

にDMAT派遣する
9:17 AGH 旭中央DMAT（高橋、山田、古橋、増田）田辺HP、聖母療育園に向けて出発。

9:20 香取海匝保健所 佐原から香取海匝保健所（鈴木かずひろ）が当院に向かう
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9:30 AGH 守医院
状況確認。EMISにて多数傷病者受信となっていたので確認。通常運営で問題ない

とのこと。EMIS代行更新。
9:35 AGH 旭市企画政策課 市内に避難所開設あるか確認依頼

9:36 AGH 看護局より東葉クリニックより透析患者100名弱の受け入れを予定している。

9:43 保健所 香取海匝保健所来院（６名）

9:40 旭市総務課 AGH

総務課椎名氏、現時点で避難所開設はない。今後暑さ対策で検討はしている。

ばたばたしており、連絡できるか解らないので、また、問い合わせいただけるとありがた

い。

9:45 栗源HP AGH

自家発中（１０時間は大丈夫）、クーラー効かない。発熱者多数５３名、入院

患者数は１６５名（重症患者１名、レスピレータ患者なし。県に依頼中の飲料水

はコールバックがない。タンク内容量確認したいが業者と連絡がとれない。

10:00 AGH 調整本部

島村先生へ栗源HPの事前相談を実施。５３名の熱発患者の搬送が必要となった

場合は、医療圏を超えての患者搬送OK。搬送の関して北総の松本先生と連絡を

とってよい。

10:05 AGH（DMAT）
田辺HP状況報告。電気なし自家発ない。熱い。この状態が続くと心配。入院患者

４５名。

10:08 旭市 AGH
旭市役所、福祉ニーズの患者を受け入れる用意がある。包括へ連絡してください。

（高齢者福祉課大橋さん）
10:08 AGH（看護局） 内科処置室を夜間緊急的に患者ベットとして使用できる体制をとる。最大１７床）

10:08 調整本部 AGH
現在の県ロジ２名は１１日昼まで活動可能、その後は交代要員を調整本部にて

検討する

10:15 佐原DMAT AGH

神崎C：軽油４日以上持つ。2日連測運転でいったん止める。薬品庫用にガソリン

の小型発電機があるがガソリン１日のみ。

搬送必要患者３名（入院患者１１名、３名退院、その他５名は外泊当で対

応）（圧迫骨折腎機能上昇、急性腰痛、社会的入院の３名が転院必要）

栗源HPへ向かってもらう、１６５名中５３名が発熱の情報なので確認を行う。オモ

テ看護部長、ナガイ院長が対応
10:25 AGH 保健所 大丈夫入力のHPが本当に大丈夫か確認いただく。

10:30 AGH（DMAT) AGH 聖母療育園：自家発（軽油確保可能）レスピ２名、冷房制限しているので今後不安。

10:32 東千葉MC AGH
山本さんより患者の受け入れ状況について確認あり、DMATロジに確認いただき山武

管轄の北総にある活動拠点本部と調整いただくよう回答。

10:33 茨城県（日原） AGH
栗源HP患者受入れの事前相談。神栖・鹿島は停電で受入れ不可。JA取手は受

入れ厳しい。どうしてもの場合、つくば大学、土浦共同病院へ。
10:38 AGH 調整本部 移動電源車の派遣可能かを確認。回答待ち

10:53 調整本部 AGH
末広氏、田辺HPへの移動電源車派遣について、全体として集計調整中である。

おって県庁松岡氏より連絡があるとのこと。

10:55 AGH（DMAT) AGH
聖母療育園、入院患者５３人、レスピ２名、酸素４名、吸引１３名、自家発

（燃料OK）、水OK、転院の必要なし

11:00 AGH 栗源HP

５３人の発熱者は昨日の昼以降に発生（医師がトリアージ中で特定疾患等でほ

ぼ寝たきりの患者さん、重症１名（パーキンソン）は成田日赤へ決定。頸椎損傷１

名は受け入れ先探し中。
11:20 茨城DMAT（ひたちなかDMAT）AGH 日製ひたちなかHPDMAT到着（医師１看護師１業務調整員３）

11:55 AGH 県立佐原HP 栗源HPの患者３名の受け入れ可能か確認中

12:24 AGH（DMAT) AGH
栗源HPの状況報告。電源車ほしい。発熱者のトリアージを実施した結果13名が発

熱者対象であるが、搬送が必要となる人数は更に減る。
12:25 AGH（病院長） AGH １２：００に職員周知のため非常事態宣言を発表

12:48 AGH（DMAT) AGH 患者搬送のニーズはなし。

13:05 AGH 匝瑳市民HP 状況確認。１２：５０頃に電気開通とのこと。

13:10 AGH 茨城DMAT
神崎クリニックから県立佐原へ患者搬送を日製ひたちなかDMATへ依頼。（他２名

は佐原DMATにｒて搬送）。３名県立佐原HPへ
13:25 保健所 AGH 県からの依頼で自衛隊給水車の派遣が決定した。

13:25 茨城DMAT（ひたちなかDMAT）AGH 神崎Cへ着。これから県立佐原HPへ患者搬送を実施する。

14:27 ひたちなかDMAT AGH 神崎Cに到着。患者搬送開始

14:35 筑波記念DMAT AGH 筑波記念DMAT到着

14:50 AGH 筑波記念DMAT 筑波記念DMAT、小見川市民センターへ出発

14:55 栗源HP AGH 給水トラック到着、電源については保健所へ依頼

15:02 保健所 AGH
小見川市民センター施設管理班アイバラ班長にコンタクトするよう指示あり。筑波記

念DMATへ連絡済
15:07 AGH ひたちなかDMAT 佐原中央公民館へ向かい避難者のスクリーニングを支持

15:12 保健所 AGH
佐原中央公民館避難所ミヤモト館長へコンタクトしてください。ひたちなかDMATへ連

絡済

15:20 AGH 調整本部
調整本部田中氏へ、大きなミッションは終了したので、旭中央HPでの患者受入れが

可能です。詳細はEMISを確認依頼。
15:38 筑波記念DMAT AGH 小見川市民センターへ到着。これからスクリーニング開始する。

16:14 ひたちなかDMAT AGH
佐原中央公民館のスクリーニング実施。　医療ニーズなし、ライフライン、食料ともに問

題ない。このまま、自院へ帰還する。　撤収。

16:38 AGH 調整本部
田辺HPへの電源車についてAM確認時に県庁松岡さんから連絡いただけることになっ

ているが、どのような状況であるか。

16:45 AGH（看護局長・MSW) AGH
匝瑳市・銚子市→避難所を開設していない。銚子市は特養が２カ所断水。当院シ

ルバー停電しており気温に悩まされていいる１名救急受信。
17:30 AGH（看護局長) AGH 旭中央で通常外の透析患者７３名を受入れ予定

17:37 筑波記念DMAT AGH 筑波記念DMAT帰還。小見川市民センター：夜間滞在６１名、日中に受電と暑さ除けに集まってくる。体調不良者はいない。

17:45 ミーティング

８施設を重点的に開始した。現在３施設で電気が開通されていない（旭市１香

取市２）

当院でも受け入れ病床を確保している。今後も停電施設をフォローしていく。

調整本部では印旛・君津・千葉大ヘ県外DMATを派遣予定（全５隊）

保健所：明日以降もニーズがあれば協力する。
18:00 千葉県DMAT香取海匝活動拠点本部解散
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東千葉メディカルセンター病院支援指揮所報告書 

 

１．活動期間 

  令和元年 9月 10日～9月 17日 

 

２．活動場所 

  東千葉メディカルセンター2階講堂 

 

３．メンバー：本部のメンバー 

  本部長：日本医科大学多摩永山病院 田中医師（9 月 10 日 2 時～9 月 11 日 10 時）、上

都賀総合病院 佐野医師（9月 11日 10時～9月 13日 10時）、船橋市立医療セ

ンター 蘇我医師（9 月 13 日 10 時～9 月 13 日 17 時）東千葉メディカルセン

ター 渡邉医師（9月 13日以降） 

本部員：DMAT、DMATロジスティックチーム 

 

４．管轄区域の被災状況（最大避難者・避難者数、避難者の経緯） 

①避難指示の状況※管轄区域のみ抜粋、12月 5日時点内閣府 HPより 

山武市、いすみ市、大網白里町 

②電力 

東京電力（千葉県）最大供給支障戸数 約 934,900 戸（経済産業省情報：12 月 5 日

16：00現在） 

③水道（厚生労働省情報：12月 5日 16：00現在） 

（1）山武郡市広域水道企業団（東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町）

断水戸数 64,889戸、断水期間 9月 9日～11日 

（2）長生郡市広域市町村圏組合（茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、

長南町）断水戸数 431戸、断水期間 9月 10日～11日 

（3）いすみ市 断水戸数 51戸、断水期間 9月 9日～11日 

（4）土砂災害（国土交通省情報：12月 5日 17：00現在） 

がけ崩れ 東金市 2件 

 

５．活動 

① 活動概要 

【9月 10日】 

・病院支援指揮所立ち上げ 

・院内 DMATから指揮所の移譲 

・ERの診療支援（病院スタッフの交代要員） 

・転院搬送 

・自衛隊等からの給水車対応 
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【9月 11日】 

・活動拠点本部からの活動方針で東千葉メディカルセンターのサポート計画立案 

・転院搬送 

・ER の診療支援。診療リーダーは当センター救急科医師が担当。当センターでは  

内科臨時当直医師と外科臨時当直医師を配備し、リーダー医師の要請のもと、診

療支援チームの医師は診療及び処置を施行。支援 DMATの医師へ電子カルテの参照

用 ID を付与。看護師には当センターER 看護師の外回りを中心に依頼し、受け持

ち依頼時には院内災害時カルテにて必要事項を記載する。ロジは病院本部支援と

ともに来院患者情報の集約を担当。 

【9月 12日】 

・近隣調剤薬局の営業情報及び被災情報の状況調査 

・二次医療圏内の病院の診療状況及び被災情報の状況調査 

・域外搬送 

・二次輪番病院の支援 

・地元新聞社による取材 

【9月 13日】 

・日本 DMATから Local DMAT（CLDMAT）へ引継ぎ 

・本日以降到着する全ての支援 CLDMAT を地域の二次輪番病院へ派遣することを決定

（本日は 1隊）。松戸市立総合医療センター×3隊はさんむ医療センター、九十九

里病院へ派遣（9 月 13 日～9 月 17 日）。旭中央病院・千葉ろうさい病院混成チー

ムはさんむ医療センターへ派遣（9 月 14 日）。東京女子医八千代医療センターは

さんむ医療センターへ派遣（9月 15日）。 

【9月 14日】 

・本部体制が変更となり、活動拠点本部は撤収し千葉県 DMAT調整本部の直下で活動

する 

・CLDMATを地域の二次輪番病院へ 2隊派遣 

【9月 15日】 

・CLDMATを地域の二次輪番病院へ 1隊派遣 

【9月 16日】 

・CLDMATを地域の二次輪番病院へ 1隊派遣 

【9月 17日】 

・CLDMAT撤収 

・東千葉メディカルセンター病院支援指揮所撤収 

② 経時的活動記録（クロノロ）抜粋 

9/10 01:32 活動拠点本部から東千葉メディカルセンターに DMAT5隊派遣 

9/10 01:45 東千葉メディカルセンター病院支援指揮所設置 

9/10 02:00 日本医科大学多摩永山病院 DMAT隊到着 

9/10 02:28 現状説明及びニーズの共有 
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①院内 DMATから指揮所の移譲 

②ERの医療支援（スタッフの交代要員） 

9/10 02:30 ブリーフィング開始。DMAT 看護師は院内看護師の交代で ER にて活

動。 

9/10 03:15 ERにて看護師にオリエンテーション実施。院内スタッフとペアで支

援開始。 

9/10 03:35 公立長生病院の現状把握及び転院搬送依頼。国立国際センターDMAT

を派遣し対応。 

自衛隊の給水車が東千葉医療センターへ向かう 

9/10 06:55 自衛隊給水車５tが２台到着予定 

9/10 07:00 ８時半より通常通り外来を開始するが、予定手術は行わない 

9/10 08:32 田中本部長 院内ミーティングへ参加 

9/10 08:50 自衛隊の給水車１台到着済み。計４台到着予定だが、不足するため

ピストン搬送の要請。 

9/10 09:20 ブリーフィング 

①停電のため近隣病院の診療が行えないことが予想される 

②今夜、二次救急の輪番のため夜間の人手不足が懸念される 

9/10 09:45 休憩用の当直室３部屋確保 

9/10 09:45 上記ミーティング内容を調整本部長へ報告。今後の計画を含め相談。 

①近隣病院のニーズは千葉大が把握する 

②夜間に向け千葉大より応援隊を派遣予定 

9/10 10:35 日中は ER の支援と当地域で発生した入院を要する患者を千葉市方

面へ搬送 

9/10 13:50 今後の方針 

①ERの支援 

②当地域で発生した入院を要する患者を千葉市方面へ搬送 

9/10 14:15 上記方針を活動拠点本部へ報告 

9/10 15:45 ブリーフィング。A 荻窪、東京医療センター、県救。B 永山、国際、

南町田。A 前半「１６～０時」・B 後半「０～８：３０」に分け今後の方針①②を行

う。 

9/11 00:00 A班から B班へ申し送り 「全隊戻り、搬送業務がメインであった。

明日はロジ独立チーム来る予定」。 

9/11 02:00 千葉大活動方針 

①病院 survey 継続。重点８HP[長生・泉中央・高根・県循・総泉・永野・塩田記

念・磯谷 

②熱中症対策、環境避難 planなど 

③東千葉 MCサポート計画立案 

④EMIS電気情報更新継続 
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⑤避難所 survey熱中症予防啓発 

9/11 09:30 9月 11日日中、9－16時までの当院 ER支援シフト作成 

9/11 10:00 DMAT２隊の派遣 合計５隊は変えない方針。千葉大に診療支援の

Dr,Ns派遣要請。 

9/11 11:30 水道復旧の連絡あり 

9/11 13:05 東千葉ＭＣの情報についてメール連絡する 

①水道復旧の件 

②搬送調整 

③ＤＭＡＴ後続隊派遣の必要性について 

9/11 13:55 医療圏を千葉市とそれ以外に分けることが検討中。電気の復旧はめ

ど立たず。要病院支援：千葉 3 病院、市原 4 病院。保健福祉医療調整の体制づくり

が必要。18時に千葉大でロジチームミーティング。避難所スクリーニング。 

9/11 16:03 夜間は電子カルテのＩＤ発行不可。システム担当者不在のため。別

隊のＩＤで対応してもらう。 

9/11 16:30 院内会議 16:30～、佐野本部長参加。 

9/11 17:05 ブリーフィング。夜間は搬送よりも診療支援になるかも。ＤＭＡＴ

の Dr用にカルテ ID発行される。本日の二次輪番（大網 HP：通常診療）、（九十九里

ＨＰ：紙カルテ運用）、千葉大から ER 支援のため医師（内科系 1 人、外科系 1 人）

支援に入る。域外搬送はロジチームが調整。明日から救急外来縮小（？）。DMAT に

関しては本日の準夜帯を見て判断。 

9/11 20:30 東京 DMATは 48時間の活動を超えないように。 

9/11 21:00 東千葉 MC病院支援指揮所のロジチームの撤収・縮小について活動拠

点本部へ相談 

9/11 21:05 活動拠点本部へロジチームの縮小・撤退について相談 

9/11 23:15 病院支援指揮所としてロジチームのニーズが低ければ 7 時のミーテ

ィング時にロジチーム引き上げ、活拠での活動を。 

9/12 05:10 9月 11日準・深夜帯の急患や転送症例は少ない。今後、周辺医療機

関や消防機能の回復に伴い、病院支援 DMATのニーズは少なくなるだろう。院内会議

で今後の方針を確認後に DMATは縮小するかもしれない。その際には活動拠点本部に

確認し、新たなミッションがなければ地元に返す方針。 

9/12 07:13 現状報告、当指揮所では DMAT は余っている状態のため本部へ DMAT

のニーズがあるか確認。本部から DMATの要請はなし。朝 9時に東千葉メディカルセ

ンターで行われるミーティングで DMATのニーズを確認する方針。 

9/12 09:30 本日の活動方針について 

①近隣調剤薬局の営業情報及び被災情報の状況調査 

②二次医療圏内の病院の診療状況及び被災情報の状況調査 

③域外搬送 

9/12 13:21 日中２隊、夜間１隊千葉ローカル DMAT派遣予定とのこと 
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9/12 15:20 ブリーディング実施。報告①薬局・診療所のスクリーニングは保健

所委任となった。報告②千葉大活動拠点本部が撤収後は千葉県調整本部が指揮をと

る。 

9/12 18:53 山武保健所エリア内の医療機関は現状問題なし 

9/13 08:35 県調整本部から 3点確認事項及び依頼事項あり 

①東千葉 MCで活動中の DMATを教えてほしいと連絡があり、上都賀 DMAT、国立国

際 DMAT、渋川 DMATが活動中と回答。 

②Local DMATへの引き継ぎ終了後に県調整本部へ報告をするよう依頼があった。 

③活動終了の DMATは EMISで撤収を入力するよう依頼あり。 

9/13 09:10 3隊のうちの最後に残っていた渋川 DMATの活動終了。県調整本部へ

連絡。撤収。 

9/13 10:20 船橋市立医療センターCLDMAT到着・引き継ぎ完了報告。ミッション

確認。1:00～9:30を最後に日本 DMATは撤収、CLDMATで対応の予定。 

9/13 16:28 松戸市立医療センターCLDMAT到着 

9/13 16:30 院内全体ミーティング 

9/13 16:50 9/13 17時以降の CLDMAT派遣体制の確認。二次輪番病院対応を任務

とし、9/14 1:00から旭中央等 CLDMATへ引き継ぎ予定。 

9/13 17:03 船橋 CLDMATから松戸市立医療センターCLDMATへ引き継ぎ 

9/13 17:00 松戸市立医療センターCLDMAT はさんむ医療センターで二次輪番支

援 

9/14 00:15 本部体制が変更となり、活動拠点本部は撤収し千葉県 DMAT調整本部

の直下で活動する 

9/14 01:30 旭中央・千葉労災病院混成 CLチームはさんむ医療センターで二次輪

番支援 

9/14 17:00 松戸市立医療センターCLDMAT はさんむ医療センターで二次輪番支

援 

9/15 01:30 東京女子医八千代医療センターCLDMAT はさんむ医療センターで二

次輪番支援 

9/16 17:00 松戸市立医療センターCLDMATは九十九里病院で二次輪番支援 

9/17 10:38 東千葉 MC病院支援指揮所撤収を県へ報告 

③ 管下の活動チーム 

（1）関東 DMAT（14チーム）：日医大多摩永山病院×2チーム、荻窪病院、国立国際

医療研究センター病院×2チーム、南町田病院、東京医療センター、千葉大学

医学部附属病院、千葉県救急医療センター、上都賀総合病院、太田記念病院、

高崎総合医療センター、渋川医療センター、伊勢崎市民病院、 

（2）DMATロジスティックチーム（1チーム） 

（3）CLDMAT（6 チーム）：船橋市立医療センター、松戸市立総合医療センター×チ

ーム、旭中央・千葉ろうさい病院混成チーム、東京女子医八千代医療センター 
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④ 対応した患者 

（1）救急車受入れ台数 9月 9日 34台、10日 47台、11日 25台。 

※平時の一日平均救急車受入れ台数 8.8台。 

（2）9月 10日 7件、11日 9件、合計 16件の転院搬送を実施 

 

６．活動の評価と今後の問題点（できたこと、できなかったこと） 

 ①病院支援について 

（成果） 

・自衛隊等による給水を行い、診療体制を確保できた。 

・支援 DMATの医師に電子カルテの参照用のみの権限を付与した。 

・DMAT や災害支援ナース等の支援をいち早く要請した。支援 DMAT 等を人手が少ない

ERへ送れた。 

・CLDMATを地域の二次輪番病院へ派遣した。 

・消防の救急車が不足する中、支援 DMATの救急車を使い患者搬送を行えた。 

・支援 DMAT へ仮眠場所（講堂奥倉庫、M3 仮眠室 3 部屋、医師看護師宿舎 6 部屋）の

提供を行えた。（支援 DMATから謝辞あり） 

・職員食堂でお弁当やおにぎり等の販売を行った。 

・支援 DMATのネット環境が不安定な中、院内のネットワークを使えるようにした。 

・毎朝夕のミーティングを行ったことは良かった。支援 DMATリーダーの参加。 

・ToDoリストを作成し業務を整理した。 

（課題） 

・二次医療圏の情報収集について 

情報収集を行う際に、院内災害対策本部や支援指揮所等から地域保健所、県庁、近

隣病院へ同じ内容の問い合わせをしてしまったことにより、先方には同じ回答を何

度もさせてしまい迷惑を掛けてしまった。 

・救急医は災害対応で手いっぱいの為、三次救急対応も含め外科系各科への割振り。 

・発災当初、支援 DMAT が到着するまでは院内 DMAT 中心に活動することとなり、その

ことにより院内 DMATの疲弊は大きくなる。 

・受水槽は通常使用した場合 1 日しか持たないので、井戸整備等再度水の確保を検討

する必要がある。 

・受け入れる入院患者を制限し対応したが、多くの重症者が発生した場合の対応。キ

ャパシティ拡大や軽症者の退院促進を行う必要がある。 

・医療情報管理上、常勤の SE が必須。SE 不在の場合、電子カルテ使用、ネットワー

ク回線の確保、電子カルテ ID発行等行えない業務が多くある。災害支援 DMAT医師へ

の仮 IDを事前に準備しておくのが良い。 

 ②上位本部（活動拠点本部）との連携について 

（成果） 

・平時から密接に連携して診療を行っている千葉大学医学部附属病院内に上位本部で
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ある千葉・市原・山武・長生・夷隅医療圏活動拠点本部が設置されたことにより、

連携は取りやすかった。 

（課題） 

・活動中に上位本部である千葉大活動拠点本部が閉鎖した。 

 ③関係機関との連携について 

（成果） 

・地域医療連携室間の直通電話があり、代表電話より早く情報収集が可能。 

 

７．まとめ 

令和元年 9 月 9 日未明、千葉市に上陸した台風 15 号は記録的な暴風をもたらした。この

暴風で大規模な停電とそれに伴う広範囲の断水が発生し、当センターも断水となり約 1日半

の間、水道の供給が途絶えた。しかし、行政機関・自衛隊等の協力を得て必要な生活用水を

確保することができた。これにより当センターは、山武長生夷隅唯一の災害拠点病院として、

病院機能を喪失することなく医療サービスを提供できたことは評価に値すると考える。 

また、周辺二次医療機関の人的リソース不足への対応としては、DMAT を二次医療機関へ

投入した。このことにより、当センターの重症患者へのリソース配分及び二次医療機関のス

タッフの疲弊に対応でき、ダメージコントロールが適切に行われたと考える。今後も二次医

療機関との共働は必要である。 
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長野県 DMAT調整本部報告書 

 

１．活動期間 

 令和元年 10月 12日～10月 17日 

 

２．活動場所 

 長野県庁 4階 健康福祉部医療推進課内 

 →長野県庁西館 3階 災害対策機関連携室 

 

３．メンバー：本部のメンバー 

 本部長：長野県統括 DMAT（災害医療コーディネーター兼任） 

本部員：ＤＭＡＴ、ＤＭＡＴロジスティックチーム、長野県庁健康福祉部医療推進課 

 

４．管轄区域の被災状況 

 10/12 夕方、伊豆半島への台風 19 号上陸に先立っ

て大雨特別警報が発令され、佐久・上小地域を中心

に豪雨が見られた。その後、千曲川の下流（長野市

北部）の堤防決壊により、広範囲で浸水が発生。こ

の浸水により、県立リハビリテーション病院及びと

よの関連施設（介護保険施設）の病院・施設避難

（合計 268名）を余儀なくされた。 

県内のライフラインとしては、最大約 63500 戸の

停電（10/13）、約 4000戸の断水（10/13）が発生、

医療機関では 7 施設が停電した。この内、三才山病

院（人工呼吸器 45 名）の自家発燃料が 2 時間しか持

たない状況であったため、燃料支援・道路啓開を行

った（燃料補給前に復電するも、念のため供給は実

施）。 

とよの関連施設の避難が 10/16 に終了、急性期の

ニーズが終息したことを確認し、今後は保健・福祉

ニーズが大きいという判断となり、地域レベルの会

議体として長野地域災害保健医療調整会議を設置。

活動拠点本部での業務を同会議体に移行（10/17 撤

収）すると共に、県庁レベルでは、DMAT 調整本部と

しても同日撤収とし、上位組織である災害医療本部

のみの体制（長野県医療推進課及び災害医療コーデ

ィネーターによるオンコール対応）に移行した。 

10/15 16:40 産経新聞記事より引用 
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5． 活動 

① 活動概要：主な活動内容を提示 

• 保健医療支援関係機関・団体の情報集約と調整 

 長野県庁に災害医療本部を設置し、災害医療

コーディネーター・日赤コーディネーターが連

携して対応。その下部組織として長野県ＤＭＡ

Ｔ調整本部を設置した。災害医療本部として、

関係各課とも情報共有、また災対本部に適宜訪

問し、情報集約と各機関と調整した。 

 

• 派遣要請 

⮚ DMAT 一次隊として岐阜県・富山県、二次隊

として群馬県、山梨県、新潟県への派遣要

請をおこなった。 

⮚ DMAT ロジスティックチームへの派遣要請を

おこなった。 

 

• 各本部の立ち上げ、運用 

➢ 長野県内 9 医療圏の内、雨量の多い上

小・佐久医療圏に上小・佐久 DMAT 活動

拠点本部を設置 

➢ 千曲川氾濫（長野市内）発覚後、長

野・北信医療圏に長野・北信活動拠点

本部を追加設置 

 

• 被害状況の把握と DMAT活動戦略の確定 

➢ 特別警報が発令された時点で、県職員により雨量の多い佐久・上小医療圏から

電話スクリーニングを開始（その際、問題発生時には保健所又は調整本部に連

絡するよう依頼）。更に、千曲川氾濫の情報が入った後は、ハザードマップを

基に浸水の可能性の高い医療機関を優先的に電話スクリーニングしつつ、当該

医療機関に対して垂直避難を依頼した。その結果、停電した医療機関に対する

籠城支援（燃料補給）及び浸水による診療機能不全を起因とする病院・介護保

険施設避難の医療搬送活動を展開した。 

➢ DMAT配置 

・ 長野 DMAT：調整本部及び各活動拠点本部 

・ DMATロジスティックチーム：調整本部、長野北信活動拠点本部、豊野清風園

支援指揮所、長野医療圏災害保健医療調整本部（10/13～10/21（予定）） 

・ 県外 DMAT1次隊（岐阜・富山）：長野北信活動拠点本部（10/13～15） 

・ 県外 DMAT2 次隊（群馬・山梨・新潟）DMAT：長野北信活動拠点本部（10/15

～17） 

 

• 病院避難 

➢ 県立リハビリ病院（入院患者 38名、入所施設 19名） 
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• 起因：浸水による孤立・停電、自家発の故障 

• 方針 

早期に浸水が引いたため、病院から直接分散搬送を実施 

• 搬送調整 

搬送手段・搬送先は活動拠点本部にて調整 

• 搬送手段 

DMAT車両、消防救急車、PWJ（ピースウィンズジャパン） 

• 搬送先 

県内の災害拠点病院を中心に 28名を搬送、29名は帰宅 

 

当初、救急車にて搬送をしていたが、途中で DMAT・PWJ も加わって搬送を行い、

9/13のみで対応終了。 

 

• 介護保険施設等避難 

➢ とよのグループ（全入所者数：259名） 

（介護医療院 とよの、介護老人保健施設 ゆたかの、グループホーム さ

んいくの家、特別養護老人ホーム 豊野清凪園、ケアハウス りんごの里） 

• 起因：浸水による孤立・停電・断水 

• 方針 

病院から直接分散搬送を実施 

• 搬送調整 

20～30床規模の病院確保は調整本部、数床ずつの医療機関は活動拠点

本部にて調整、介護保険施設については長野市・長野県担当課にて調

整 

• 搬送手段 

DMAT車両、消防救急車、日赤救護班車両、HuMA・PWJ等の車両 

• 搬送先 

県内医療機関・介護保険施設に合計 240名を搬送 

（17名は残留、1名家族お迎え、1名元々DNRでお見取り済） 

 

当初、ボートによる搬出を検討したが、水が引いたため陸路に変更。また、介護

保険施設内の体育館（約 100床）を搬送先の 1つとして確保していたが、停電・

断水・スペース等の環境不良のため不適と判断。追加の受入先確保・搬送と籠城

支援と組み合わせながら 3日間に渡る施設避難を実施した。 

 

• ロジスティクス 

10/13：三才山病院（人工呼吸器患者 45 名入院、自家発 2 時間分）の停電・アクセ

ス途絶に対し、県職員と連携して災対本部と道路啓開・燃料補給を調整。燃料が切

れる前に復電したが、念の為自家発燃料（軽油）補給を実施。 

10/13～16：長野県介護支援課が担当する介護保険施設へのロジスティクス支援のサ

ポート 

 

• DMAT撤収と引き継ぎの調整 

長野県 DMAT 調整本部は、長野医療圏内の介護保険施設避難が終了し、同医療圏内の
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介護保険施設・避難所の初期スクリーニングを確認できた 10/17 に撤収し、災害医

療本部としての活動に移行。組織体制も、長野医療圏災害保健医療調整会議を設置

し再編した。県外 DMAT は 10/17 に撤収したが、引継ぎのために DMAT ロジスティッ

クチームが本部運営を継続した。また、医療救護に関わる関係者を集めた会議体を

設置し、本部運営は中部ブロック各県の行政職員（10/18 より支援開始）及び長野

保健所・長野市保健所職員に徐々に移譲していく方針とした。 

 

② 経時的活動記録（クロノロ）抜粋：主な活動時程を提示 

10/12  

16:10 統括 DMAT登庁 

16:57 東北信と南信の一部に特別警報 

18:10 特別警戒警報地域追加（県長野、北信、松本、上伊那医療圏） 

19:38 長野県 DMAT調整本部設置 

19:50 信州上田医療センターに上小医療圏 DMAT活動拠点本部設置 

20:00 長野県 EMIS災害モードに切り替え 

10/13 

00:40 上小 DMAT活動拠点本部撤収 

04:00 千曲川堤防決壊 

07:45 長野県立総合リハビリテーションセンター浸水・停電の第一報入手 

09:15 DMATロジスティクスチーム１次隊派遣要請 

10:20 長野赤十字病院に長野・北信医療圏 DMAT 活動拠点本部設置、信州上田医療

センターに上小・佐久医療圏 DMAT活動拠点本部を再設置 

11:15 長野県 DMAT１次隊派遣要請 

12:27 長野県立総合リハビリテーションセンター避難ミッションに介入開始 

12:50 長野県日赤リエゾン（諏訪赤十字病院 酒井先生）登庁 

13:16 県外 DMAT1次隊派遣要請 

19:50 長野県立総合リハビリテーションセンター搬出完了 

20:40 とよの関連施設に約 270名が孤立しているとの情報あり 

10/14 

夜間  危機管理課中心に、消防・自衛隊・警察・海保等と搬送対応について協議 

06:00 とよの関連施設からの搬送スタート 

11:10 DMATロジスティクスチーム 2次隊派遣要請 

12:44 県外 DMAT2次隊派遣要請 

20:15 上小・佐久医療圏 DMAT活動拠点本部撤収 

10/15 

●：●● 長野県 DMAT2次隊派遣要請 

10/16 

7:40 長野・北信医療圏 DMAT活動拠点本部より北信医療圏を切り離し 

夕方 とよの関連施設からの施設避難終了（16名は施設希望により残留） 

10/17 

 

14:45 長野 DMAT活動拠点本部撤収 

15:30 DMATロジスティクスチーム 3次隊派遣要請 

18:50 DMAT調整本部撤収 
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③ 管下の活動チーム 

・ 長野県 DMAT 16隊 

・ 富山 DMAT 3隊 

・ 岐阜 DAMT 3隊 

・ 群馬 DMAT 4隊 

・ 山梨 DMAT 3隊 

・ 新潟 DMAT 4隊 

・ ロジスティックチーム 20名 

（18日より 4名追加予定） 

 

 

 

6． 活動の評価と今後の問題点（できたこと、できなかったこと） 

・ 指揮系統の確立 

➢ 成果 

 主な被災地域をカバーする DMAT活動拠点本部を 2か所設置した。 

 千曲川氾濫で被害の大きい長野医療圏を含む長野・北信活動拠点本部に

DMATロジチームを派遣し機能向上を図れた。 

 10 月 18 日以降、長野 DMAT 活動拠点本部から長野医療圏災害保健医療調整

本部（長野市保健所内）に指揮機能を移行した。 

 長野市保健所内に設置した長野医療圏災害保健医療調整本部には DMAT ロジ

チームを派遣し円滑な引継ぎと活動支援を行った。 

➢ 課題 

 上小・佐久医療圏は、結果的に支援ニーズがなかったため DMAT 派遣が行わ

れなかったが、上小・佐久 DMAT 活動拠点本部スタッフは通常病院業務と兼

務で対応していたため、疲弊が強かった 

・ 医療機関の情報収集について 

➢ 成果 

 県職員を中心に電話等で EMIS情報の収集が行われた 

 リスクの高いエリア・医療機関から優先的にスクリーニングを実施できた 

 調査した医療機関に対し、緊急時の連絡先を伝えることで、停電時の対応

が迅速に行えた 

➢ 課題 

 病院避難・施設避難中心の対応だったため、100%の入力には至らなかった 

 台風が通過し雨風が弱くなってきた夜明け前から活動拠点本部を長野医療

圏に設置することを検討すべきであった。 

  

・ 物資支援 

➢ 成果 

 停電医療機関に対し、県職員の多大なる協力の下、道路啓開・燃料補給等

の対応を行う事ができた 

 介護保険施設の籠城支援について、DMAT で得た情報を介護支援課及び災害

対策本部に繋ぐことができた 

0

10

20

30

40

活動DMAT数

県内 県外 ロジチーム（人）

62



➢ 課題 

 医療機関・介護保険施設共に単発のニーズだったため対応できたが、体系

的・網羅的対応のためには、ライフライン支援に必要な情報の事前収集と、

特に介護保険施設については、網羅的なスクリーニング・リスト化・情報

共有・進捗管理を行う体制を構築する必要があった。 

・ 病院・介護保険施設避難 

➢ 成果 

 病院・施設避難が必要となった 2 施設（計 268 名）避難を行ったが、搬送

途上の死亡は防ぐことができた。 

 消防（県内・相互応援・緊消隊）と連携して病院・施設避難を行う事がで

きた 

 施設避難については、介護支援課との連携の下、搬送先調整・籠城支援を

行う事ができた 

 日赤救護班・NPO 団体と連携して、搬送支援及び施設での夜間当直体制を

敷くことができた 

➢ 課題 

 介護保険施設から病院（特に急性期病院）への避難の際、必ずしも『医療』

が必要でない入所者については、施設から難色を示されることがあった 

 施設から施設の避難の際、病院と比べて受入れ施設側の要件（家族の同意、

ADL等）が多くあり、マッチングに時間を要した 

・ 診療所・介護保険施設・避難所 

➢ 成果 

 県医師会を通じて、診療所の状況調査を行った 

 介護保険施設は、県・市担当課等から支援ニーズ情報を得た場合に、籠城

支援のサポートを行った 

 避難所は、日赤救護班との役割分担として、スクリーニングのマネジメン

トも含めて担当して頂いた 

➢ 課題 

 介護保険施設支援ニーズの網羅的な情報把握と支援体制の確立が後手に回

った。 

 避難所情報については、市保健所との情報共有が不十分なところがあった 

・ 地域保健医療調整本部への引継ぎ 

➢ 成果 

 発災早期（10/14）より、関係団体が集まる会議を行う事ができた 

 10/17 には、長野医療圏災害保健医療調整会議として正式発足させること

ができた 

➢ 課題 

 長野・北信 DMAT 活動拠点本部では、施設避難ミッションと並行したハンド

オーバーだったため、負担が大きかった 

 長野医療圏の中に長野保健所（県型）と長野市保健所があり、特に被害の

大きかったのが長野市内であったため、会議体の議長・会議実施場所・事

務局運営体制について整理をするのに時間がかかった 
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7． まとめ 

長野県内の洪水及び停電に対して、県職員との連携による早期の電話スクリーニン

グ・ライフライン支援と並行して、被災の強い地域を中心とした本部組織体制を構築

した。特に被災の強い長野・北信 DMAT 活動拠点本部には早期からロジスティックチー

ムを投入し、本部機能の向上を図った結果、迅速な介護保険施設避難の搬送体制の確

立に寄与した。 

また 2 施設の病院・介護保険施設避難を含む 268 名にも及ぶ多数搬送で死亡者をだ

さなかったことは、長野県内の病院間連携や、県介護支援課・市高齢者担当課による

搬送先確保・物資支援、搬送手段確保における多組織連携等をふくむ適切な医療搬送

調整・物資支援が実施された結果である。 

 その一方で、施設から病院への搬送・施設から施設への搬送共に、診療上報酬上の

問題や施設受入時の制約等があり、マッチングに時間を要したため 3 日間にもわたる

長期の避難ミッションとなった。この避難ミッションの長期化により、地域保健医療

調整会議への引継ぎの目途を付けるのが難しく、更に元々の医療圏・保健所設置状況

からも、スムーズな体制確立が難しい状況であった。 
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長野・北信 DMAT活動拠点本部報告書 

 

１．活動期間 

令和元年 10月 13日～10月 17日 

 

２．活動場所 

  長野赤十字病院 南新棟 2F 第一研修ホール 

  →長野赤十字病院 災害基幹センター2F 第二研修ホール 

 

３．メンバー：本部のメンバー 

本部長：長野赤十字病院 町田泰一（10/13） 金沢医科大学 眞柴智（10/14～10/17） 

本部員：DMAT、DMATロジスティックチーム、日赤リエゾン、長野赤十字病院 MSW 

 

４．管轄区域の被災状況（最大避難者・避難者数、避難者の経緯） 

2019年10月13日未明、台風19号の記録的な大雨により千曲川などが氾濫・決壊し長野

市穂保、赤沼、長沼、豊野地区を中心に洪水災害が発生。 

2020年1月27日時点で長野県内では 

人的被害：死者5名（長野市2名，佐久市2名，東御市1名）重傷者8名、軽症者137名 

住家被害：全壊916棟(1095世帯)、半壊2496棟(2812世帯)、一部損壊3463棟(3635世帯) 

避難所開設・避難者数：避難所は最大で31カ所・1081名(うち要配慮者24名)(10/15時

点)、期間は12/20まで開設された。 

 

５．活動 

（１） 活動概要 

【10月 13日】 

➢ 活動拠点本部立ち上げ 

・ 長野赤十字病院 DMATのメンバーで活動拠点本部の立ち上げ。 

➢ 地域の情報収集 

・ 管下医療圏における医療機関、避難所、福祉施設の情報収集(TEL、DMAT派遣) 

➢ 被災病院からの患者搬送 

・ 長野県総合リハビリテーションセンター 患者 23名を 6病院に分散搬送。 

➢ 豊野関連施設避難の計画策定 

・ DMATロジスティックチームと DMATを先遣隊として派遣し、情報収集と明朝か

らの搬出計画の策定。 

  【10月 14日】 

➢ 豊野関連施設避難 

・ 調整本部と連携し、搬出先病院を確保。現場指揮所と連携し、搬送調整と搬出

支援を実施。 
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・ 近隣施設へ一時避難の準備と施設での籠城支援。(実際には一時避難は実施さ

れなかった) 

➢ 地域内の情報収集と更新 

・ 日赤救護班、保健所に避難所アセスメントを依頼。医療ニーズの確認。 

・ 北信医療圏の医療機関の情報収集と更新 

➢ 長野地域災害保健医療調整会議の設置準備 

・ 保健所を中心とした会議体の設置準備。同日中に活動拠点本部において保健

所・医師会・災害拠点病院・DMATが参加して開催。 

  【10月 15日】 

➢ 地域内の情報収集と更新 

・ 浸水、停電エリアを巡回してスクリーニングを実施。 

➢ 豊野関連施設避難 

・ 前日に引き続き施設避難を実施。調整会議にて医師会より提示された搬出先

リストを元にマッチングを実施。 

【10月 16日】 

➢ 地域内の情報収集と更新 

・ 浸水、停電エリアを巡回してスクリーニングを実施。 

➢ 豊野関連施設避難 

・ 前日に引き続き施設避難を実施。施設職員が前夜(15 日)にマッチングは済ま

せたため、搬送と情報提供書の作成補助を実施。 

【10月 17日】 

➢ 支援体制の引継ぎ 

・ DMAT から保健所をリーダーとした組織「長野地域災害保健医療調整会議」へ

引継ぎ。 

➢ DMAT撤収 

・ 最終的な医療ニーズの確認をして、活動拠点本部を撤収。 

① 経時的活動記録（クロノロ）抜粋：主な活動時程を提示 

10/12  

16:57 東北信と南信の一部に特別警報 

18:10 特別警戒警報地域追加（県長野、北信、松本、上伊那医療圏） 

19:38 長野県 DMAT調整本部設置 

20:00 長野県 EMIS災害モードに切り替え 

10/13 

04:00 千曲川堤防決壊 

07:45 長野県立総合リハビリテーションセンター浸水・停電の第一報入手 

09:25 長野赤十字病院に活動拠点本部設置準備 

10:20 長野赤十字病院に長野・北信医療圏 DMAT活動拠点本部設置 

12:27 長野県立総合リハビリテーションセンター避難ミッションに介入開始 
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19:50 長野県立総合リハビリテーションセンター搬出完了 

20:40 とよの関連施設に約 270名が孤立しているとの情報あり 

21:45 本部ミーティング・本部立ち上げ直し 

10/14 

00:00 本部長交代 

夜間  危機管理課中心に、消防・自衛隊・警察・海保等と搬送対応について協議 

06:00 とよの関連施設からの搬送スタート 

17:05 長野地域災害保健医療調整会議 

10/15 

07:08 長野地域災害保健医療調整会議 

17:23 長野地域災害保健医療調整会議 

10/16 

07:00 長野地域災害保健医療調整会議 

07:40 長野・北信医療圏 DMAT活動拠点本部より北信医療圏を切り離し 

夕方 とよの関連施設からの施設避難終了（16名は施設希望により残留） 

17:15 長野地域災害保健医療調整会議 

17:50 活動拠点本部引越し(第二研修ホールへ) 

10/17 

14:45 長野 DMAT活動拠点本部撤収 

15:30 DMATロジスティクスチーム 3次隊派遣要請 

18:50 DMAT調整本部撤収 

② 管下の活動チーム 

 DMAT 医療救護班等 ロジスティックチーム 

長野 10病院 22チーム 108名 4病院 6チーム 29名  

岐阜 3病院 3チーム 15名 1病院 1チーム 15名 

富山 3病院 3チーム 14名 1病院 1チーム 8名 

山梨 3病院 3チーム 15名  

 群馬 4病院 4チーム 20名 

新潟 4病院 4チーム 18名 1病院 5チーム 5 名 

石川  2病院 2チーム 2 名 

富山 1病院 1チーム 1 名 

滋賀 2病院 2チーム 2 名 

和歌山 3病院 4チーム 4 名 

NPO 4団体 5チーム 21名  

合計 27病院 39チーム 187名 
10病院 

（団体） 
13チーム 73名 9病院 14チーム 14名 

総計 274名 
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③ 対応した患者 

長野県立総合リハビリテーションセンター病院避難 23名 

豊野関連施設避難 241 名                         計

264名 

 

６．活動の評価と今後の問題点（できたこと、できなかったこと） 

① 活動拠点本部の立ち上げについて 

➢ 成果 

・ 県庁内 DMAT調整本部からの指定を受け長野赤十字病院 DMAT、職員により活

動拠点本部を立ち上げることができた。 

➢ 課題 

・ DMAT 活動拠点本部設立完了までに時間がかかった。休日で職員が手薄，河

川の氾濫・道路の遮断や渋滞，不慣れ，などが要因と考えられた。連絡手段，

情報収集・共有手段，当院経路，本部設置マニュアルなど多くの見直しが必

要と思われる。 

・ 活動拠点本部設営を想定しあらかじめ準備開始しておけばと反省したが，実

際にはどの時点で開始するのが適切なのか。EMIS 警戒モード切替時，警戒

レベル５決定時，氾濫発生時，洪水発生時など様々な意見がでており局所災

害時の DMAT活動拠点設置基準の見直し、周知が必要と考えられた。 

② 病院支援について 

➢ 成果 

・ EMISを活用した情報収集はできた。 

・ 未入力の病院に電話連絡での情報収集と代行入力ができた。 

・ 要支援病院に対して迅速に DMATを派遣することができた。 

➢ 課題 

・ 休日であり職員不在の病院、医院があり電話確認に手間がかかった病院施設

が多数あった。DMAT派遣も検討したが隊が少なく、結局、当初は電話連絡で

の確認が主になった。 

③ 病院・介護施設避難について   

➢ 成果 

・ 病院・施設避難が必要となった 2施設（計 268名）避難を行ったが、搬送途

上の死亡は防ぐことができた。 

・ 救急車が介護施設への搬送に使用できないため DMAT、救護班、NPO団体等の

車両を使用した。各関係機関と連携して病院・施設避難を行う事ができた 

・ 介護施設への入所は利用者の希望が優先されるため長野市職員，長野赤十字

病院 CW を豊野病院グループ搬出現場指揮所に常駐させ、入居者や家族に連

絡を取り数カ所の介護施設を呈示し選択（マッチング）していただいてから

68



搬出した。 

・ 籠城支援を行う事ができた 

・ 日赤救護班・NPO団体と連携して、搬送支援及び施設での夜間当直体制を敷

くことができた。 

・ DMAT ロジスティックチームを現場指揮所に派遣したことで指揮所機能の向

上が図れた。 

➢ 課題 

・ 豊野病院グループ搬出現場指揮所でのマッチング作業に非常に時間が費や

され、当初は一両日中に搬出完了予定であったが、最終的には 3日間のミッ

ションになった。 

④ 保健支援について 

➢ 成果 

・ 長野地域災害医療調整会議に出席し各避難所、施設などの医療ニーズの把握

と必要な対応の手配を関係機関と連携しながら実施した。 

・ 避難所は、日赤救護班との役割分担として、スクリーニングのマネジメント

も含めて担当して頂いた 

➢ 課題 

・ DMATの役割が、医療機関、行政、保健師等に把握されていないことから、平

時の DMATに対する認知度向上と連携が大切である。 

⑤ DMATや救護班について 

➢ 成果 

・ 総計５３チームの派遣調整を迅速かつ効果的に実施できた。 

・ DMAT、救護班到着時に受付登録作業が適切にでき活動隊との連絡調整や隊の

構成を考慮した配置など効率的に派遣できた。 

・ DPATや赤十字など DMAT以外の救護班とも連携がとれた。 

・ 赤十字については、当初は DMAT 活動拠点本部内に日赤救護班参集拠点を設

置され、日赤長野支部に参集拠点が移ると DMAT 活動拠点内に日赤リエゾン

を配置し密に連携を図った。 

・ AMDA,PWJなど多数の団体とも協働することができた。 

・ Google ドライブの活用や長野地域災害医療保健調整会議への出席により関

連各種と情報共有を行うことができた。 

➢ 課題 

・ 赤十字とは連携強化をはかり共同しながら活動できたが、今後はさらにより

互いに連携を意識した活動が必要である。 

・ DMAT、赤十字救護班以外の多数の団体とも協働することができたが、お互い

の活動イメージについて顔を合わせてブリーフィングできる時間がもう少

しあればなお良かった。 
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⑥ 上位本部（県庁、DMAT調整本部）との連携について 

➢ 成果 

・ 県庁、DMAT調整本部と連絡をとりあい情報共有することができた。 

・ 必要に応じて県庁、DMAT調整本部を通した支援体制を構築できた。 

・ 実際に県庁に行き状況報告できた。それにより問題点の抽出、今後の対策な

どについて直接顔を合わせて県庁と調整できた。 

➢ 課題 

・ 互いの電話回線が話し中、電話が取れないなどによりタイミングよく連絡で

きないケースが散見された。 

⑦ 長野地域災害医療保健会議への移行について 

➢ 成果 

・ 発災早期（10/14）より関係団体が集まる会議を行う事ができた 

・ 10/17 には長野医療圏災害保健医療調整会議として正式発足させることが

できた。 

➢ 課題 

・ 長野市には長野市保健所と長野保健福祉事務所があり，長野医療圏には５つ

の医師会がある。実際の会議体設立には議長選出，運営組織等について各保

健所、医師会など様々な調整が必要であった。平時からの調整と周知が重要

である。 

・ 当初は当院活動拠点本部内で始めたが参加団体の増加、DMAT からの引継ぎ

などにともない長野市保健所に場所を移した。初めから保健所内で会議体を

設立する，いっそのこと引継ぎを考えれば DMAT 活動拠点本部も保健所内に

設立するなど検討課題に挙げられた． 

⑧ 活動拠点本部の撤収について 

➢ 成果 

・ 長野地域災害医療保健調整会議へ引継ぎを行い活動拠点本部を撤収した。 

・ 活動拠点本部運営中に関係機関（保健所、医師会、長野市、長野赤十字病院、

DMAT、日赤）で集まりその後の体制について調整できた。関係機関および地

元の同意を得て次の体制にシフトできた。 

・ 管下の介護施設を再度、スクリーニングし必要な施設に DMAT 隊を派遣し医

療ニーズがないことを最終確認したうえで撤収した。 

➢ 課題 

・ 今回のケースでは、長野地域災害医療調整本部の運営主体が長野市保健所か

ら長野保健福祉事務所に途中、変更になったが、DMAT 活動が県主体の活動

であることを考えると、引継ぎ先である会議体を当初から長野保健福祉事務

所が議長はじめ運営を主体的行っていればさらにスムースな移行ができた

のかもしれない。今後、災害時の医療調整会議設立について保健所、行政等

でなお一層の検討、周知が必要である。 
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７．まとめ 

１０月１３日台風災害早期から長野赤十字病院内に DMAT 活動拠点本部を設置した。長

野・北信 DMAT 活動拠点本部は甚大な被害に対応したが早期から派遣されたロジスティ

ックチームにより本部機能が向上し、現場指揮所にもロジスティックチームを派遣した

ことで病院・介護保険施設避難の搬送体制の確立ができた。さらに多職種の連携により

適切な医療調整・支援が行われ２施設の病院・介護保険施設から多数を搬送したにもか

かわらず搬送中、急変・死亡者を出さずにミッションが遂行できたことは十分評価でき

るのではないかと思われる。介護施設から急性期病院へ搬出された避難者については長

野市保健所により急性期病院の受け入れ人数に比例した傾斜配分により周辺の介護施

設、療養型病院の配分が行われ、後日、転院された。 

一方で、施設から病院への搬送では診療報酬上の扱い、施設から施設への搬送ではマ

ッチングに時間を要したり、救急車が使用できないなど制約があり 3日間にわたる長期

の避難ミッションとなった。また長野地域災害医療保健医療調整会議の設立・運営に関

して医療圏・保健所設置状況などから体制確立や DMAT からの引継ぎが必ずしもスムー

スなものとは言えなかった。平時から関連団体との調整、連携、周知という点において

は今後強化する必要があると考えられた。 

最後に今回の DMAT 活動を通じて地方の災害拠点病院の若手医師不足，常勤医・DMAT

隊員の高齢化を実感した。今後、地方の災害・DMAT拠点病院の活動における持続可能性

に不安を感じた活動でもあった。 
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台風 19号豊野事業所支援指揮所報告書 

 

大津赤十字病院 高度救命救急センター 松原峰生 

山梨県立中央病院 高度救命救急センター 岩瀬史明 

長野赤十字病院 救命救急センター 栁谷信之 

 

１．活動期間 

令和元年 10月 13 日〜10月 16日 

 

２．活動場所 

長野県長野市豊野 賛育会「介護医療院とよの」（旧豊野病院）とその関連施設（特別

養護老人ホーム豊野清風園、介護老人保健施設ゆたかの、グループホームさんいくの

家、ケアハウスりんごの里）（以下豊野事業所） 

 

３．メンバー：指揮所メンバー 

大津赤十字病院 松原医師 他 

山梨県立中央病院 岩瀬医師 他 

 

４．管轄区域の被災状況 

令和元年 10月に発生し関東甲信地方、東北地方にかけて記録的な大雨をもたらした台

風 19 号の豪雨に対して、気象庁は 10 月 12日 15 時 30分長野県に大雨特別警報を発令

した。13日午前 4時 40分、千曲川が長野市豊野で決壊、広範囲に浸水が始まっている

ことが判明した。浸水範囲にある複合型介護福祉施設「社会福祉法人 賛育会豊野事

業所」では 1 階部分がほぼ完全に水没し、多数の入院患者、施設入所者の避難を要す

る事態となった。「介護医療院とよの」（旧豊野病院）は 1 階が約 2m の高さで浸水し、

合計 250 人（表 1）が病院・施設内の 2 階以上に残っている状況であった。14 日夜に

は病院内の水はひいたものの、泥が 5cm の程度の厚さで残っている状況だった。 

 

表1．被災前の入所者数

施設名 入所者数(人)

介護医療院（病院機能あり） 59

豊野清風園（特別養護老人ホーム） 68

ゆたかの（介護老人保健施設） 90

さんいくの家（グループホーム） 17

りんごの里（ケアハウス） 16

合計 250

72



豊野地区は 14 日夜には電気が復旧していたが（「介護医療院とよの」（旧豊野病院）は

1 階は電気使用は不可）、水道は使用不可能、携帯電話の電波状況も不良であった。病

院周囲も泥が厚く残っており、場所によっては道路沿線の店舗はまだ浸水していた。

道路は千曲川のそばにある国道 18号は当初通行止めだったが、緊急車両は通行可能だ

った。 

 

５．活動 

① 活動概要 

10/13 

22時頃、大津赤十字病院松原医師が施設近くの信用金庫の駐車場にたどり着く。

そこからは自動車では近づけないと言う状況であった。 

その後、同院吉田看護師を近くの信用金庫駐車場に待たせ独歩で施設に向かう。

途中で自衛隊に合い、腰まで水につかるが歩いて行けることを確認する。独歩

にて、施設に到着し、施設内に電話して、玄関を開けてもらった。施設内 1階

は、まだ足首の上 15ｃｍぐらいの床上浸水状態であった。 

施設到着後、施設の 3 階の休憩室に主だった施設関係者を集め、現状確認。今

後どうするか施設関係者は白紙状態であった。物資支援にて籠城するか、入所

者を全員避難させるかの提案をしたところ、施設関係者は、入所者の避難を強

く訴えていた。避難に向けて、入所者の一覧表と、簡単に優先順位がわかるよ

うに赤、黄色、緑に分類した。午前 2時に再び会議する約束をし、ここまでに

ついて上位本部に伝えた。話し合っているときに県庁から直接施設の責任者宛

に携帯電話で状況について報告を求められ、松原医師から状況を説明し、施設

避難になると思われること、急ぎは 90名ほどいることを内々に伝えた。 

23時頃、長野赤十字の DMAT と中津川の DMAT が到着していた。松原医師より状

況説明。 

23:05 山梨県立中央病院ＤＭＡＴ（リーダー岩瀬医師）が豊野清風園到着し、

入所者が約 300名いることを確認。緊急性の高い患者で今夜中に搬送が必要な

患者はいないことを確認し翌日から避難活動を開始することとした。 

 

10/14 

午前 1 時頃、会議。施設入所者避難について確認。270 人ほどいるので、搬出

は 1 日では出来ないので、お願いしていた優先順位群に沿って搬出することと

した。周りはまだ腰までみずにつからなければ施設にたどり着けないため、移

動の手段は、ボートと救急車等でする事と、その段取りは DMAT に任せてもら

うことも確認。また、施設内の 1階廊下はものが散乱し、ロッカーなど倒れて

いたので、病院入り口から搬出するための動線を確保するための段取りについ
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ても話し合った。3 時前に話し合い終了。 

3 時 30分頃、突然周囲の水が引く。岐阜の DMAT 到着。その後も DMAT数隊来る

が、駐車場にあつめ、朝まで静かに待っていただいた。 

5 時 50分、すでに 10隊ほど DMAT が集まっていた。自衛隊、消防も大勢集まっ

ていた。支援指揮所リーダーを松原医師に決定し、活動を開始した。 

搬出のリーダーを長野赤十字医師が担当し、病院選定、DMATや消防、自衛隊の

車にそれぞれ誰を乗せるか決定していった。施設関係者には、1 階玄関までの

動線の片付けと掃除を開始してもらった。自衛隊には、片付けの手伝いを依頼

した。ここで搬出の方法として、消防指揮所リーダーともめる。消防としては、

7 台の救急車を用意したので、長野市消防の車を先導に 7 台一緒に行動したい

といってくる。7 人いっぺんに一カ所の病院に搬送されては病院が困り、病院

として受け入れ拒否につながりかねないので 7台 7人同時に搬送することは出

来ないと伝えたが、消防の上位本部が一切譲らないため喧嘩状態となった。現

場の消防の指揮所リーダーが間に挟まれ困っていた。現場リーダーからの提案

で、2 台 2 人ずつの移動でお互いの妥協が成立し、以後、その日はそのような

形で対応となる。 

なお、施設内の入所者移動は、ストレッチャーが使えず、エレベーターも使え

なかった。そのため、自衛隊に、搬送チームを作ってもらい、布担架にて、一

人一人部屋から人力で運んだ。 

13時頃、当初、90人を病院へ搬送、その後は 40 名ほど別の関連施設に移動さ

せる方針であったが、移動先が、まだ停電中で場所も講堂のようなところと言

う情報が入った。施設関係者が決定出来ずにいたため、ピースウイングジャパ

ン（以下 PWJ）の医師と、施設職員とで移動先の視察をおこなった結果、やは

り移動先は、停電中で、場所も体育館の様なところであったため、入所者にと

ってトイレに行ける人も行けない、その施設に介助者がいなくて、この施設の

介助者も一緒に移動しなければならないなど不具合だらけのため、40 名の移動

はしないことなった。 

14 時ぐらいまでに 90 名の病院搬送が一旦終わる。その後、長野赤十字の医師

と県庁と病院関係者で話し合っていただき、さらに病院で 30 名受け入れてい

ただく事が決まり、再び搬送業務が始まった。 

17時ころ、まだ大勢残っているため、籠城支援として、赤十字のリーダーをし

ていた名古屋第一赤十字の花木 Dr を経由して福井赤十字の救護班に当直業務

を委託した。 

18時ころ、施設全体ミーティング。夕方の時点で水だめ、下水だめ、ガスだめ、、

電気は発電機 or電源車？で OK であった。明日以降の病院への受け入れはない

と考えること、移動先の施設を明日行政の方と一緒に探すことになる事など確

74



認し合った。 

 

10/15 

午前 7時頃、ミーティング。長野市役所の担当者到着。地元赤十字のチームと

行政と、施設代表者、PWJ の人たちで朝から近隣施設へ電話で受け入れの依頼

を行った。 

9 時活動開始、本日は、病院搬送でないという理由で、消防による搬送は無し

と報告を受け、実際に消防は誰も来なかった。自衛隊も誰も来なかった。その

ため、医療スタッフ（DMAT、日赤救護班）にて搬送チーム（1 チーム 7 名）作

り、入所者を 2 階、3 階、4 階から、布担架で 1 階玄関まで運び出す事となっ

た。エレベーターは動いていない。 

10時過ぎに DMATのリーダーを山梨県立中央病院岩瀬 Dr に変更。その後は、松

原医師、吉田看護師は、施設と医療チームの間に入り、運営の調整、細かいト

ラブルの仲裁、伝令など種々雑多なことを受け持った。 

12時に指揮本部業務にあたる山梨県中 DMAT を中心に、参集した DMAT 全員で第

1 回ミーティングを行った。このミーティングでは、「介護医療院とよの」（旧

豊野病院）指揮所の開設の確認、活動方針の確認（入院患者・入所者の全員避

難）、避難におけるフローの確認を行い、本格的な活動を開始した。活動は DMAT 

23チームのほか、PWJ と日本赤十字社長野県支部と協働して行った。 

18 時過ぎに、DMAT 代表と行政の方でミーティング、明日も残りの人の対応を

同じようにすることを確認。自活できているグループハウスの人たちが、移動

を拒んでいて、誰も一旦いなくなり食事も出せなくなる旨説明中とのことであ

った。 

また、15 日の 18時時点で電気は発電者？発電機で OK、水だめ、下水だめ、ガ

スだめ、、、籠城者がいるため長野県の諏訪赤十字病院救護班が、当直サポート

チームとして朝まで対応した。 

15日活動開始時の要転送者 138 人のうち、72人を DMAT車両で搬送した。 

課題として、①周囲の交通渋滞による搬送車両の不足の恐れ、②介護タクシー

を利用する際の費用負担、③介護タクシー搬送では事前に指定した患者・入所

者のみしか搬送できないため、柔軟な利用が困難であること、があがった。①

については長野北信活動拠点本部を通じて長野県警に患者搬送時のみならず、

搬送先から豊野指揮所に戻る際にも緊急奏効を可能とする通達を出してもら

い解決した。②③については 16 日に持ち越しとなった。 

 

10/16 

15 日に引き続き、「介護医療院とよの」（旧豊野病院）内残 66 人の避難の終了
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を活動方針とし活動を開始した。15日と異なる点は、病院間転送者はおらず介

護施設間での搬送業務である点だった。15日に引き続き、参集 DMAT は 19チー

ム、日本赤十字社長野県支部、PWJ とともに活動を行った。転送者のマッチン

グは施設・長野市職員らにより円滑に行われたが、受け入れ側の都合（入所者

の昼食時間など）により転出効率が低下する時間帯がみられた。15 日に比べ参

集 DMAT が少ないため、搬送車両の不足を懸念したが、DMAT の増隊要請はせず

搬送可能だった。 

66人すべての転出を目標としていたが、ケアハウス（一般アパートとほぼ同様

の設備）の数名は施設に残りたいとの希望が強く、転送は困難と考えられた。

周囲が避難している中、施設へ残すことが災害関連死につながるのではないか

という懸念が指摘され、DMAT による施設の視察を行った。その結果、ライフラ

インはトイレを除き問題なく、トイレも簡易トイレで十分な清潔を保つことが

できると判断した。施設責任者とも協議の上、施設内での生活を維持できると

判断し、15名を施設へ残す方針となった。 

最終的に、DMATによる搬送が 48 人、自宅へ 1 人が避難し、豊野指揮所が管理

する病院・施設避難は完了した。 

 

② 経時的活動記録（クロノロ）抜粋 

年月日 時刻 発 受 内容 

2019/10/13 23:05 豊野清風園 活動拠点本部 豊野清風園到着し活動開始。入所者約 300 名。 

2019/10/14 0:20 県調整本部 吉田看護師 

松原医師が単独で施設内視察に入る。 

施設内の状況は不明だが、緊急性の高い患者で、今夜中に搬送が必要な患者はいない。 

2019/10/14 6:00     活動開始。入所者 260 名、うち 150 名を施設避難。110 名を籠城とする活動方針を立てる。 

2019/10/14 17:00 県調整本部 吉田看護師 入所者 120 名の施設避難を完了。引き続き籠城支援を継続。 

2019/10/15 10:00 滋賀 DMAT 山梨県中 DMAT 前任の医師より引継ぎを受ける。 

2019/10/15 10:24 岩瀬医師 活動拠点本部 高橋医師へ警察に対する緊急走行可能となるよう依頼 

2019/10/15 10:24 岩瀬医師 活動拠点本部 自衛隊に院内搬送のために自衛隊の要請 

2019/10/15 11:42 岩瀬医師 本部 自衛隊へ搬送隊 10 人依頼 

2019/10/15 11:50     豊野 HP 本部立ち上げ完了（本部長：山梨県中 DMAT 岩瀬医師） 

2019/10/15 12:00     ミーティング① 

2019/10/15 12:10 本部 岩瀬医師 残りは施設へ行くが行先決まっていない 

2019/10/15 12:10 本部 岩瀬医師 搬送決まった人 17 人、90人 HP 受け入れキャパあり。 

2019/10/15 12:22     2 階と 1 階の搬出口にリエゾン配置 

2019/10/15 12:58     戻ってきたチーム、救急車がスタックしている、マッチングに時間が 

2019/10/15 13:10     施設の救急車が来ている。2 階から下に降ろす DMAT が欲しい(15 人分） 

2019/10/15 13:30     グリーンアルムが 15 名を迎えにくる。2 階リスト作成。 
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2019/10/15 13:36     マッチングは徐々に進んでいる、自衛隊は要請無し。 

2019/10/15 13:36     ミーティング②：活動方針確認、13 時時点で 16 人出した、残りの内 15 人は施設の車で。 

2019/10/15 14:00     病院への搬送は終了、この時点から施設への搬送となる現在、患者リスト 2施設のみ 

2019/10/15 14:21     現在スタックなし。寝てるままシーツで降ろす。受け入れ施設が 17 時まで？？ 

2019/10/15 15:09     老犬施設に 17 時までに搬送する予定。隊はいるがマッチングに時間を要している。 

2019/10/15 15:09     ミーティング③：現在までに 50 名程度の搬出を実施 

2019/10/15 15:25     搬送車両待機不足、院内・施設内での活動 DMAT は多い 

2019/10/15 15:40 

富山大学

DMAT 活動拠点本部 交通情報：アップルライン通行止め解除しているが信号停電、警察誘導により渋滞あり。 

2019/10/15 15:50     今から搬送に出る DMAT は搬送後、長野赤十字活動拠点に戻る。 

2019/10/15 16:10 本部 2 階 マッチング 5 名以上。ボトルネックは搬送と考えられる。 

2019/10/15 16:19 岩瀬医師 本部 明日は 8 時に指揮所ミーティング実施。搬送 DMAT は 9 時に搬送開始 

2019/10/15 16:27 吉田看護師 本部 院内本部の位置を変更するか検討 

2019/10/15 16:47 岩瀬医師 2 階 

現在もらっている患者リストでマッチングは終了か？ 

最後の方の搬送めどが立ったら本日は終了とする。 

2019/10/15 17:15 搬出 本部 最終搬出患者の搬出終了の連絡を受ける 

2019/10/15 17:18 岩瀬医師 

「介護医療院と

よの」（旧豊野病

院）参集 DMAT 本日最終ミーティング実施。 

2019/10/16 7:00     山梨県中 DMAT、賛育会クリニック（豊野）へ到着。活動開始。 

2019/10/16 9:00 岩瀬医師 全体 本部会議開始 13 隊参加 

2019/10/16 9:13 岩瀬医師   本部会議終了。活動開始。 

2019/10/16 9:56 岩瀬医師   搬送準備完了、搬送開始。 

2019/10/16 10:02 活動拠点本部 小林調整員 

バルーンライトが必要であれば午前に活動拠点本部へ連絡を入れる。 

ドコモ移動基地局が来られるように県庁を通じて打診中 

2019/10/16 10:51 本部   EMIS 活動隊と現場受付把握数の確認。OK 

2019/10/16 10:57 2 階 本部 

車両が不足したら施設のハイエースを 6 台使用可能。 

車いす 1 台、3 人の搬送が可能。 

2019/10/16 11:01 本部 活動拠点本部 午後になると患者搬送は集中する可能性あるため福祉タクシーの依頼 

2019/10/16 11:03 施設 本部 

患者搬送におけるボトルネックを洗い出し。施設が遠く、物理的動線の問題。 

また、受け入れ先施設の都合により搬送が遅れている。 

2019/10/16 11:10 活動拠点本部 小林調整員 

介護タクシーについて患者リストを作成して直接市に依頼。 

介護タクシーに乗せられる患者をマッチする作業を開始してもらう。 

2019/10/16 11:23     施設の車両と介護タクシーのどちらが有用か検討。 

2019/10/16 11:28     施設の車両について確認。施設で運転手を確保できるか施設長に確認。 
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2019/10/16 11:45 活動拠点本部 本部 バルーンライトを 2 台要請。活動拠点本部で手配開始。 

2019/10/16 12:00     本部ミーティング開始。 

2019/10/16 12:30     

グループホーム 1 隊を残してマッチング済。受け入れ施設の都合で時間指定あり。 

ケアハウス 16 人は水 OK、電気 OK、簡易トイレあるため、移動させない方がいいかも。 

施設長、理事長に確認を行う。救急車に 2 名乗れる人がいるか依頼。 

搬送手段（ペアリング）は本部で決定。 

2019/10/16 12:50 真柴医師 岩瀬医師 介護施設で発熱者 9 名。調査依頼あり。緊急ミーティング開始。 

2019/10/16 13:13 吉田看護師 本部 17 名残る予定（ケアハウス 16 名とグループホームの 1 名）だが、夜間の医療は必要か問い合わせあり。確認中 

2019/10/16 13:31     残り搬送数 25 名 

2019/10/16 14:03 岩瀬医師 活動拠点本部 

発熱避難所スクリーニングは今日必要のある数施設は今日中に他担当で回る。 

残りは明日に。 

2019/10/16 14:03 2 階 本部 「介護医療院とよの」（旧豊野病院）に夜勤担当 DMAT は不要との連絡あり。 

2019/10/16 14:45 萩原 2 階 残りの残入居者数 6 人（マッチング済） 

2019/10/16 14:50 2 階 萩原 本日最終的に残る患者はグループホーム 2 名、ケアハウス 15 名 

2019/10/16 15:05 本部   

66 名の残患者の内、グループホームは 2 名残り。ケアハウスは 15 人残り。 

家族迎えが 1 名で DMAT による搬送は 48 名 

2019/10/16 16:29 岩瀬医師 本部 

最終チーム到着、賛育会様から DMAT に対し感謝あり、 

岩瀬医師による解散宣言により DMAT 撤収。 

2019/10/16 17:00     豊野清風園指揮所支援終了 

 

③ 管下の活動チーム 

10/14 活動 DAMT 隊数：12 隊  

 赤十字救護班：2隊  

消防搬送車両：４隊  

HuMA   ：1 隊  

Peace winds ：1 隊 

     10/15 活動総隊数（赤十字救護班、PWJ、HuMA含む） 23隊 

     10/16 活動 DMAT 隊数（赤十字救護班、PWJ、HuMA含む ：23 隊 

④ 対応した患者 

10/14 残院患者合計：258 名、搬送人数：120名、残人数：128 名 

10/15 残院患者合計：128名、搬送人数：72名（内 15 名は搬送先施設から

バスによる迎えによるため DMAT による搬送は 57名）、 

 残人数：66名 

10/16 残院患者合計：66名、搬送人数：48 名、残人数：18名（内 1名は家

族の迎えによる帰宅、17名は施設に残る） 
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DMAT による搬出合計：215 名、 総搬出人数：231名 

 

６．活動の評価と今後の問題点 

まず、今回、施設避難に至った理由と問題点であるが、①マニュアル通りに危険な 1

階 2 階から 3 階以上に避難できたが、被災後にどのように対応するかといった BCP が

準備されていなく先着した大津赤十字松原医師が最初に話し合ったとき全く立ち往生

状態であった。BCP の普及が求められる。②被災施設に、水、食べ物など支援物資は大

量にあったが、入所者は、普段から普通の食事は出来ていない、つまり、施設の介護

者は入所者一人一人におかゆにしたり、刻み方を工夫したりして食事介助していたた

め、支援されたおにぎりやパンは、たべることができなかった。ほとんどの入所者は

食事がとれていない状態であり、植物支援されても籠城出来ない状態であった。③避

難所へまとめて避難する話も出たが、要介護度が高く、施設の職員介も一緒に避難し

なければならないためそのような対応はどこも出来なかった。④下水がだめになった

ため、汚染物の処理が全く出来なくなっていた、などが挙げられる。 

つぎに、活動については、要介護度の高い人の避難の問題点が集約された活動であっ

た。通常の病院避難と異なり、本活動の対象者の多くは介護度 3 以上の高齢者であり

施設間搬送はもちろん、施設内の患者移動に関しても多くの人員（対象者 1人につき 6

人）を割く必要があった。またエレベーターが動いていないことも困難を極める一因

となった。搬送開始 1 日目の 10 月 14 日の搬送では、より医療を必要とする入所者で

あったため、搬送先は医療機関であったため受け入れもすぐに決まり、搬送車両も救

急搬送として消防機関の救急車及び自衛隊の協力を得て搬送が可能だった。しかし、

15日、16 日搬送先が医療機関ではなく、介護施設となったため、消防機関、自衛隊の

協力はなく DMATが担うこととなった。患者搬出に関しては、施設入所患者を把握して

いる施設職員が 1 名搬出チームとごとに申し送りと紹介状で、参集した DMAT 隊員のみ

では把握できないような搬送に関する注意点を把握できた（例：座位での長時間の乗

車が可能かどうか、等）。搬出先が医療機関ではなく、介護施設のため、介護制度に基

づき入所者・家族の同意が必要であり、受入れ先で提供されるサービスや家族の希望

等も考慮し納得してもらう必要があった。これは被災地外から参集した DMATでは判断

することは困難であり、施設職員、行政職員に一任することによりうまくいった。 

さらに施設職員を搬出口に常駐させ、患者・入所者取り違えのないように搬送車両に

乗せることとして、240名以上の搬送にも関わらず大きな混乱もなく完遂できた。患者

搬送は DMAT車両を用いたが、医療介入や処置が必要な入所者は少なかったため、介護

タクシーや施設の送迎車両を使用することも考慮したが、大人数を短時間で搬送する

には、緊急走行できる車両でピストン搬送することの方が有効であった。 

豊野病院１階では河川の決壊による泥水や汚水に浸り、清潔な２階以上と患者の搬送

による行き来は清潔な居住空間を汚してしまうことが懸念された。2 階以上のエリアを
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清潔に保つために清潔エリアからの搬送班と１階で活動する隊を分けた。また、本部

活動、患者搬送にかかわる DMAT もチームで活動するのではなく、職種により業務を分

け人員配置を行った。 

 

７．まとめ 

医療機関、高齢者介護施設からの避難を経験した。医療機関からの避難とは違い、医

療ニーズは低いが介護度の高い高齢者であるため、搬送先の選定、搬送方法の選択に

苦慮した。搬送先も医療機関以外に多くの介護施設が選択肢となり、入所者の介護度

や生活背景により選択しなければならないため困難であった。今後、社会の高齢化に

伴い、ますます介護施設への入所者も多くなり、親権者もいない場合も多くなると見

込まれる。今後の災害時には、今回のような DMATの役割も増えてくると思われるので

想定・準備が必要であると考える。 
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賛成会クリニック（豊野清風園指揮本部）活動報告

10月14日　活動DAMT隊数：12隊
赤十字救護班：2隊

消防搬送車両：４隊

HuMA　　　：1隊
Peace winds　：1隊

　　　　　　残員患者合計：258名

　　　　　　搬送人数　　：120名

　　　　　　残人数　　　：128名

10月15日　活動総隊数（赤十字救護班、Peace winds HuMA含む） 23隊
　　　　　　残員患者合計：128名

　　　　　　搬送人数　　：72名（内15名は搬送先施設からバスによる迎えによるため

DMATによる搬送は57名　
　　　　　　残人数　　　：66名

10月16日　活動DMAT隊数（赤十字救護班、Peace winds HuMA含む ：23隊

　　　　　　残員患者合計：66名

　　　　　　搬送人数　　：48名

　　　　　　残人数　　　：18名（内1名は家族の迎えによる帰宅、17名は施設に残る

DAMTによる搬出合計　 ：215名
総搬出人数　　　　　　　：231名
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令和元年台風第 19号災害におけるＤＭＡＴ活動報告 

上田佐久医療圏 DMAT活動拠点本部活動報告 

 

医療機関名 

（チーム名） 

独立行政法人国立病院機構 

信州上田医療センター 

記載者名 山下 雅弘 

 

１ 活動期間（病院出発から帰院するまで。） 

  2019年 10月 12日～2019年 10月 14日 

  ＊1 12日 15時大雨特別警報発表時点で、上田市役所へＤＭＡＴリエゾンとして看護師 1名 

派遣 

  ＊2 活動終了は上小・佐久医療圏活動拠点本部としての活動が終了した時点 

 

２ 活動場所（可能であればレイアウトや動線も資料添付してください。） 

  上小・佐久医療圏活動拠点本部（信州上田医療センター内） 

 

３ 活動概要（可能であれば写真データ等を添付してください。） 

・ 上小・佐久医療圏の医療ニーズの調査 

・ 上小・佐久医療圏医療機関のＥＭＩＳ代行入力 

・ 上小・佐久医療圏の避難所調査 

・ 上田市災害対策室、保健所、医師会との連携、情報共有 

・ 病院支援（鹿教湯病院への先遣派遣） 

・ 避難所への不足物品の補給 

※クロノロは別添 Excel ファイル「上小・佐久医療圏ＤＭＡＴ活動拠点本部クロノ

ロ.20191012-14」を参照してください。 

 

４ 今回の災害におけるＤＭＡＴ活動の評価（可能な限りメンバーの意見を取りまとめてください。） 

①できたこと 

  上記 3 活動概要についてはすべて実施できた 

 

②できなかったこと 

 

 ③反省点 

  活動拠点本部の立ち上げに時間を要し、ＥＭＩＳへの本部体制記録やクロノロ更新が遅くなっ

てしまった。 

 

５ 課題（ＤＭＡＴ体制や他機関との連携など） 

 

 

６ 提言 
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2019年台風 19 号にかかる埼玉県 DMAT 調整本部 

および埼玉県保健医療調整本部にかかる報告書 

 

１．活動期間 

2019年 10月 12日 22時〜10 月 14日 15時 埼玉県 DMAT 調整本部 

2019年 10月 12日 22時〜10月 15日 17時 埼玉県保健医療調整本部への県災害医療コーデ

ィネーター常駐 

 

２．活動場所 

埼玉県危機管理防災センター 2階災害対策オペレーションルーム医療救急部内 

 

３．メンバー：本部のメンバー 

・県保健医療本部要員：県保健医療部長、保健医療部副部長、保健医療政策課長、医療整備

課長、医療整備課主幹、医療整備課主事、他上記部課より常時 15-20名の本部要員が活動。 

・ 統括 DMAT  

➢ 10/12-13さいたま赤十字病院：田口茂正（統括）、以下 4名 

➢ 10/13-14深谷赤十字病院：長島真理子（統括）、以下 6名 

・ 県災害医療コーディネーター 

➢ 10/12-13：田口茂正（さいたま赤十字病院） 

➢ 10/13-14：福島憲二（埼玉医科大学総合医療センター） 

➢ 10/14-15：田口茂正（さいたま赤十字病院） 

・ 埼玉県災害時小児周産期リエゾン 

➢ 埼玉県医療整備課＋リエゾン常駐 

・ 日赤埼玉県支部災害医療コーディネートチーム 

➢ 10/13-15：八坂剛一（さいたま赤十字病院） 以下 2名 

４．管轄区域の被災状況（最大避難者・避難者数、避難者の経緯） 

以下県下 

• 有床医療機関 

停電 3、浸水 3、自主避難 1（最大時） 

• 福祉施設 

特別養護老人ホーム等 床上浸水 3、床下浸水 2 

児童養護施設等 11施設避難（10/14 全施設 帰所） 

特別養護老人ホーム 3施設避難 10/14 帰所 1施設 二次避難 2施設 

障害者支援施設等 7施設避難（10/14全施設 帰所） 

• 避難者数、避難所数（最大時） 

避難者数 10/13 8時 30,147 人、避難所数 1,076か所 
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５．活動 

① 活動概要 

1. 台風来襲 4日前からの県担当者と県コーディネーターによる情報共有 

2. 県内 DMAT待機要請にかかる助言 

3. 保健医療調整本部および県 DMAT調整本部立ち上げ 

4. 県内医療機関被災状況収集（医療圏ごとに県内 DMAT 隊によりスクリーニング） 

5. 被災医療機関への支援（発電機設置、EMIS 代行入力、病院災害対策本部支援、仮設

トイレ設置など） 

6. 福祉施設被災状況収集および支援（一次避難場所における健康状態の確認（消防本

部と情報共有）、福祉避難所への寝具支援など） 

7. 二次医療圏保健医療調整会議の開催支援（保健所・郡市医師会・支援組織の情報共有

を促進） 

8. 避難所支援（日赤救護班による巡回診療） 

② 経時的活動記録（クロノロ）抜粋 

• 警戒体制〜対応開始 

県と基幹災害拠点病院統括医師で対応を協議 

• 10/10（木）対応方針策定 

• 10/11（金） 

16時 対応方針周知（メール） 

19時 強風域 

EMIS警戒モード・県内 DMAT 待機要請 

• 10/12（土） 

10時 県災害即応室設置 

内閣府等レゾン受入れ開始 

19時 県災害対策本部設置 

医療救急部に保健医療調整本部設置 

EMIS災害モード 

医療機関へ EMIS 入力依頼 

統括 DMAT派遣要請 

• 10/12（土）23時時点 EMIS未入力 330/全 478 

DMAT派遣要請 

県内 DMAT22 隊（19病院）により調査実施 

• 10/13（日） 4時時点 EMIS残 6施設 

• 10/13（日） 3時 避難所 1200か所、36000人 

• 10/13（日） 8時 

停電した精神科病院（500床）への DMATおよび DPAT先遣隊派遣 

避難・搬送および医療支援ニーズなし 

• 10/13（日） 13時 全 478施設完了 
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浸水施設 10/13 中に解消 

発電機を調達・設置 

東京電力へ優先復旧依頼→10/13 5 時までに全件復電 

浸水 1施設へ職員用簡易トイレ設置 

• 10/14（月）6時 避難所 22 か所  272 人 

10/14 埼玉県知事より日赤埼玉県支部へ救護班派遣要請 

10/14 2班 10か所巡回 診療 3名 

10/15 1班 4か所巡回 診療 0名  保健所へ引き継ぎ 

• 10/14（月） 7時 DMAT 待機解除 

• 10/15（火）地域保健医療対策会議開催（坂戸保健所） 

地域医師会機能確認 

避難所評価結果共有 

孤立住宅、福祉避難所含め保健師対応済み 

• 10/15 17時 県災害医療コーディネーター 常駐終了 

 

③ 管下の活動チーム（担当地域ごと） 

・ 北部・秩父→深谷赤十字病院DMAT 

・ 川越・比企→埼玉医科大学総合医療センターDMAT、埼玉医科大学病院DMAT  

・ 利根・東部→行田総合病院DMAT、羽生総合病院DMAT、新久喜総合病院DMAT、獨協医大埼

玉医療センターDMAT、草加市立病院DMAT 

・ 県央→上尾中央総合病院DMAT 

・ さいたま市→さいたま市立病院DMAT、さいたま市民医療センターDMAT、自治医科大学さ

いたま医療センターDMAT、さいたま赤十字病院DMAT 

・ 南部→川口市立医療センターDMAT 

・ 南西部→埼玉病院DMAT 

・ 西部→埼玉医科大学国際医療センターDMAT、防衛医科大学病院 DMAT 

 

 

６．活動の評価と今後の問題点（できたこと、できなかったこと） 

＜評価＞ 

• 大規模地震時医療活動訓練が有効であった 

本部長（医療救急部長）を中心とした役割分担が明確化されていた。 

県庁職員・統括 DMAT・コーディネーター等、訓練時とほぼ同じメンバーで対応した。県庁

職員の本部運営スキル（情報伝達、記録など）が向上しており、安定した運営が可能であっ

た。 

訓練時に構築した県内ネットワークを用いて各地域の DMAT 同士で情報共有できた（さいた

ま市） 

台風来襲後の夜間ではあったが、県内 DMAT 各隊によるは迅速な対応がなされた。 
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＜課題＞ 

• 保健医療調整本部および DMAT 調整本部設置は、埼玉県災害対策本部設置にタイミン

グを合わせてなされた。警戒体制・情報収集体制は県庁内で敷かれていたが、台風災

害においてはある程度進路予測が立つことから、より早期の本部体制構築を検討する

必要性が考えられた。 

• これまでの対策では、首都直下地震（埼玉県南部中心）や関東平野北西縁断層帯（埼

玉県北部・東部中心）を想定してきたが、今回の台風災害では県内全域が大雨特別警

報の対象となり、広範囲で浸水被害が発生した。このように全県が被災地になりえる

状況下での各施設、各 DMAT 等との情報共有・連携体制について検討する必要性が考

えられた。 

 

７．まとめ 

病院避難を要する被災はなく、復旧の長期化にも至らなかった。また最大避難者は東京都に

次ぐ 3 万人に至ったが、避難者・避難所数は急速に減少し、長期的な支援は要さなかった。

これに加え、県庁・市町村・保健所等の機能低下がなかったことにより、保健医療機能は維

持され、県内リソースで完結した。今後は台風や大雨災害において、全県におよぶ広範囲の

被災が想定されることが判明したため、同様の被害を想定した対応計画の構築が求められる

と考えられた。 

以上 

埼玉県災害医療コーディネーター・埼玉県保健医療部医療整備課 記 
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茨城県保健医療調整本部報告書 

 

１．活動期間 

令和元年 10 月 12 日～10 月 14 日（12 日は県庁と随時連絡をとり 13 日より本部活動開

始） 

  ※令和元年 10月 15日～10月 27日 常陸太田・ひたちなか医療圏保健医療調整本部 

２．活動場所 

  茨城県庁保健福祉部厚生総務課会議室 

  ※常陸大宮保健所会議室（10月 15日のみ本部を設置しその後は連絡先のみ掲示） 

３．メンバー：本部のメンバー 

  10月 12日 本部長：水戸医療センター 安田貢（県庁と随時連絡） 

        （県庁前ホテルで自主待機） 

本部員：水戸医療センター 塚田紀明（県庁と随時連絡） 

  10月 13日 本部長：水戸医療センター 安田貢（8時～19時） 

本部員：水戸医療センター 塚田紀明（8時～22時）  

茨城県立中央病院 青山一紀（10時～翌日 9時） 

日赤リエゾン：水戸赤十字病院 遠藤聖（8時～19時） 

ヘリ調整部：水戸医療センター 石上耕司（8時～18時） 

  10月 14日 本部長：筑波メディカルセンター病院 阿竹茂（8時～18時） 

        本部員：筑波メディカルセンター病院 内田里美（8時～18時） 

茨城県立中央病院 青木正志（8時～18時） 

水戸医療センター 塚田紀明（8時～18時） 

日赤リエゾン：水戸赤十字病院 遠藤聖（8時～19時） 

        ヘリ調整部：水戸医療センター 安田貢（8時～17時） 

  ※10月 15日 本部長：筑波メディカルセンター病院 阿竹茂（10時～20時） 

         本部員：水戸済生会総合病院 菊地斉（10時～20時） 

茨城県立中央病院 青木正志（10時～20時） 

水戸医療センター塚田紀明（10時～20時） 

  ※10月 16日 本部長：筑波メディカルセンター病院 阿竹茂（15時～19時） 

         本部員：水戸済生会総合病院 菊地斉（14時～19時） 

筑波メディカルセンター病院 内田里美（10時～19時） 

茨城県立中央病院 青木正志（10時～14時） 

 

４．管轄区域の被災状況（最大避難者・避難者数、避難者の経緯） 

  （１）人的被害（2019年 12月 24日時点） 

     ア）死者：2名 

     イ）重症：0名 中等症：7名 軽症：13名  

     ウ）行方不明：1名 
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  （２）避難指示等の状況（2019年 10月 12日時点） 

     ア）避難準備・高齢者等避難開始：21市町村 321,996世帯 798,929人 

水戸市 常陸太田市 龍ヶ崎市 取手市 鹿嶋市 他 

     イ）避難勧告：24市町村 235,622世帯 586,660人 

       水戸市 日立市 土浦市 つくば市 常陸大宮市 他 

     ウ）避難指示：5市 25,503世帯 62,649人 

       常陸太田市 北茨城市 常陸大宮市 桜川市 大子町 

 

５．活動 

（１）活動概要 

【10月 12日】 

➢ 医療機関調査等 

・県内医療機関（病院）の EMIS入力状況の調査 

・県保健福祉部厚生総務課との随時連絡調整 

    【10月 13日】 

➢ 県保健医療調整本部の活動開始 

➢ 医療機関調査 

・県内医療機関（有床無床問わず）、老健施設、避難所等の状況調査 

→大子町や常陸大宮市以外では医療等を含めたニーズは特になし 

・久慈川氾濫における医療機関の具体的な調査（電気・水） 

・水戸済生会総合病院に 14日に大子町と常陸大宮市の現地調査を要請 

➢ ヘリ救助者への対応 

・救助した住民へのメディカルチェック→不要 

➢ 常陸大宮市内の医療機関への対応（水以外は特に問題なし） 

・断水している医療機関へ給水車派遣（常陸大宮済生会、住吉クリニック大宮診

療所） 

➢ 大子町の医療機関への対応（水以外は特に問題なし） 

・断水している医療機関へ給水車派遣（大子町内全て） 

・久保田病院の透析患者（16名うち入院患者は 6名）の調整 

→水戸済生会総合病院で全て受入 OK。入院患者については茨城県立中央病院、

水戸赤十字病院、水戸医療センターのドクターカーで搬送 

➢ 常陸太田・ひたちなか医療圏内の救急搬送対応 

・軽傷であってもドクヘリ利用可とする特別体制（国道水没により孤立化した大

子町消防本部管内）通知を発出⇒国道 118号線の開通に伴い同日解除となった 

・水戸医療圏内の医療機関に、大子町等の救急車受け入れ協力依頼の通知を発出 

（医療政策課に依頼） 
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【10月 14日】 

➢ 久保田病院の透析患者の搬送 

・9時より搬送開始し、交通事故等の問題もなく無事に終了 

➢ 水戸済生会総合病院による現地調査 

・大子町の医療機関や薬局では、数日間は外来診療不可能 

・病院避難は不要 

・厨房の被災による食事の提供問題 

・1階の医療機器の被災問題 

➢ 救護所運営 

・大子町のほぼすべての医療機関で外来診療は不可のため、救護所設置を検討 

→日赤救護班で開始しその後は JMATで運営。災害診療記録 2018と J-SPEEDの使

用 

➢ 支援体制の引継ぎ 

・県保健医療調整本部から【常陸太田・ひたちなか医療圏保健医療調整本部】へ

移行 

救護所運営や現地の保健医療調整会議の設置をサポートする人員等の準備を行

った 

➢ 県保健医療調整本部撤収 

【10月 15日】 

➢ 常陸太田・ひたちなか医療圏保健医療調整本部 

・保健医療調整会議を設置。構成員は、大子町の医療機関、大子町役場、地元消

防、地元医師会、地元歯科医師会、地元薬剤師会、保健所、日赤救護班、DPAT、

県保健福祉部、県災害医療コーディネーター。15 日～26 日まで毎日開催し情報

の共有を図る 

➢ 救護所 

・日赤救護班 2チームで運営開始 

【10月 16日】 

➢ 保健医療調整会議のサポート 

・17日以降は、現地の自治体職員で運営できるよう伝達 

➢ 常陸太田・ひたちなか医療圏保健医療調整本部撤収 

・県災害医療コーディネーターがオンコール体制を整え、保健医療調整会議にも

出席することで見守り体制を敷く 

【10月 17日】～【10月 27日】 

➢ 救護所 

・21 日～JMAT による運営。水戸医療センター、水戸赤十字病院、水戸済生会総

合病院、4師会合同、茨城県立中央病院、ひたちなか総合病院、筑波大学附属病

院が参加。 

➢ 保健医療調整会議の開催 
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➢ 日赤こころのケアチームや DPATによる支援者支援、避難所への巡回開始。 

➢ 被災地郡市医師会である水郡医師会臨時理事会（議題：災害復興対策、場所：保

内郷クリニック） 

・17日 15時～安田県統括災害医療コーディネーターを派遣 

➢ 11 月 1 日付での常陸大宮保健所のひたちなか保健所への統合、人員削減に関し

て、有事であるため再考すべきことを、牛尾ひたちなか保健所長や保健福祉部長

へ進言 

⇒辞令発令後であるため計画通り実施するが、出向扱いとし人員削減は延期す

ることとなった。 

 

    【10月 30日～31日】 

➢ 常陸大宮済生会病院への夜間帯の救急車対応支援 

・水戸医療センターの安田貢（30 日準夜帯）と水戸赤十字病院の遠藤聖（31 日

準夜帯）が JMATとして対応。 

 【11月】 

➢ 11月 29日 災害対応情報交換会：常陸大宮保健所で被災地（大子町、常陸大宮

市、常陸太田市、那珂市、ひたちなか市）の保健福祉担当者と情報交換、安田統

括県コーディ、遠藤・阿竹県コーディを派遣 

（２）経時的活動記録（クロノロ）抜粋 

➢ 2019/10/12 12:00 茨城県災害警戒本部設置 EMIS警戒モードへ 

➢ 2019/10/12 19:00 県災対本部へ移行 県保健福祉部災害対策本部設置（保健

医療調整本部） 

➢ 2019/10/13 08:00 安田医師と塚田が登庁し活動開始 

➢ 2019/10/13 10:58 【ミーティング】 

① 久保田病院のニーズ→14時までに判断。 

② 水戸五中の避難所の状況確認。 

③ ヘリ→水戸医療石上医師に依頼。 

④ 大子のライフラインの復旧状況で外部支援を検討。 

⑤ EMIS 未入力病院→透析病院のため透析ネットワークが動いているか確認。 

⑥ 医師会に依頼している有床診療所の進捗状況確認。 

⑦ 大宮済生会の給水タンクは残り 1 日で市の対応不可→市の上位組織へ依頼。 

⑧ 住吉クリニック大宮診療所は不通→水戸の住吉クリニックの分院のため要

請があれば対応していく。 

➢ 2019/10/13 15:44 【ミーティング】 

袋田病院：大子町の給水車で対応できている。 

久保田病院：17時通電テスト予定 16名の透析患者の搬送手段は確認中。 

慈泉堂病院：ポンプ故障→給水車で対応できている。 

吉成医院：飲料水無し→給水車で対応。 
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保内郷 MC：浸水→浸水改善。太田ネフロ：断水→給水車で対応。 

常陸大宮済生会：断水→給水車で対応。 

志村大宮：断水→給水車で対応。 

住吉クリニック大宮診療所：断水→給水車で対応。 

双愛病院：停電→停電回復。 

大子町の断水はいつまで続くか不明 常陸大宮の断水は 1週間程度。 

①常陸大宮の断水 1 週間→HD のフォロー継続。②久保田病院→通電の状況確認、

患者搬出の有無を確認。③新たなニーズ→明日の AMを目途に確認していく。④道

路は OK⑤大子の断水期間→引き続き情報収集。⑥DMATの要請は県内は不要⑦常陸

大宮医療圏の対応について→地域コーディネーターの要請について確認するよう

依頼。⑧避難所の情報→市から県にあがってきていないため確認するよう依頼。

⑨医師会からの情報→11時以降更新無しのため再度確認するよう依頼。⑩夜間の

体制→塚田、青山が残る。 

➢ 2019/10/14 10:24 【ミーティング】 

病院支援：久保田病院のみ。それ以外はないが、EMIS 再入力中。久保田病院は

菊地医師が巡回。 

避難所支援：本日保健師が巡回しアセスメント。搬送する必要がある際には、保

健師から救急搬送依頼をする。水戸にも 8 ヶ所避難所あるが、スクリーニング

は未実施。 

➢ 2019/10/14 15:45 【ミーティング】 

日赤救護班と JMATを診療担当として要請し、明日以降は日赤救護班担当、JMAT

が来たら交代という体制はどうか→日赤支部で検討。 

➢ 2019/10/14 16:08 日赤救護班を派遣して医療提供の報告 12～14 名で派遣。

保健センターの使用許可得る。 

➢ 2019/10/14 17:50 茨城県保健医療調整本部撤収 夜間はオンコール体制とす

る。 

明日以降は、常陸大宮保健所に常陸太田・ひたちなか医療圏保健医療調整本部

を設置し活動。 

➢ 2019/10/15 10:00 常陸太田・ひたちなか医療圏保健医療調整本部で活動開始。

【ミーティング】 

 避難所（常陸太田：約 60名、常陸大宮：約 90名（集約予定）、大子町：25名）

→特にニーズ無し。 

大子町の病院の外来診療は 1 週間程度は厳しい見込みだが、病院自身は早期に

開始したい意向→夜間体制も含めて、救護所とどのような配分で何日間支援し

ていくか検討。現時点で緊急患者はいない。 

門前薬局では、薬自体が水に浸かってしまい再開は厳しい→道路は通行可能で

あることから 

供給は可能ではないか。モバイルファーマシーまでは不要か。 
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協議会の設置をどうするか→設置する方向。 

➢ 2019/10/15 14:30【ミーティング】 

17時から保健センターで会議開催（水郡医師会、大子町歯科医師会、薬剤師会、

県厚生総務課、常陸大宮保健所、大子町役場、保健センター、阿竹医師、青木さ

ん参加予定）。日赤支部小松崎さんが保健センター菊地さんと診療関係について

事前調整済（ライフライン OK、場所 OK）。13時 30分から診療開始。 

町内の病院の再開時期は再開レベルにもよるが週単位ではないか。 

要支援者のニーズなし。避難所のニーズなし。 

処方箋については一般でよいだろう（地元の薬剤師会スズキ先生）。6 カ所中 3

カ所営業（アイセイ、アコ、リジンドウ、フジタ）、通常処方 OK。保険証紛失の

場合は災害処方箋で。 

今後の救護所の体制（日中、夜間）について検討必要。 

水戸赤十字病院の看護師 2 名が水戸市の避難所 6 カ所をアセスメントに巡回開

始。 

➢ 2019/10/15 17:30 保健医療調整会議 開始。 

①日赤救護班の診療体制→10/17まで 2チーム、10/18、19は 1チームで 10/19午

前中まで診療予定。診療時間は 9時～12時、13時～16時。→診察人数：水戸班

は 19 人診察（うち 18 人に処方）、古河班は 3 人診察のみ。吉成医院は 10 人診

察（うち 10人に処方）。慈泉堂病院は 77人診察（うち 77人に処方）。 

②処方箋の取り扱い→お薬手帳のみで薬局で処方はするが、状態が落ち着いた後、

処方戦を発行してもらう。 

③協議会について→開催は継続とし、明日も 17時～保健センターで開催。明日は

阿竹・菊地医師で参加。 

④保健師の業務過多の問題→10/16から保健師 1名の応援が入るが、相当疲弊して

いる。明日、常陸大宮保健所が保健師のキクチさんと協議し、さらなる増員を検

討する。この進捗状況を県庁で確認する。明日 10時から応援保健師とのミーテ

ィングがあるため、青木、内田で参加予定。業務内容によっては、塚田へ連絡し

事務的作業をサポート。 

⑤支援者支援について→医療機関、町役場、保健センターを含めて負担が大きくな

っていることも想定されるため、支援者支援が必要かもしれない。茨城県障害

福祉課へ状況を報告し検討してもらう。 

➢ 2019/10/15 19:40 撤収 10/16 以降は本部を構えずオンコール体制とし、毎

日の保健医療調整会議へ参加する。 

➢ 2019/10/16以降クロノロなし。 

（３）管下の活動チーム 

➢ 【３．メンバー】を参照。 

➢ 搬送支援：茨城県立中央病院、水戸赤十字病院、水戸医療センター 

➢ 救護所運営：日赤救護班（古河赤十字病院、水戸赤十字病院） 
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JMAT（水戸赤十字病院、水戸済生会総合病院、4師会合同、茨城県立中央病院ひ

たちなか総合病院、筑波大学附属病院、水戸医療センター） 

➢ 避難所・大子町役場：日赤こころのケアチーム、DPAT 

（４）対応した患者 

➢ 大子町医療機関に通院している患者、片付け等のボランティア 

➢ 避難所の避難者、大子町役場職員 

 

６．活動の評価と今後の問題点（できたこと、できなかったこと） 

① 茨城県保健医療調整本部について 

➢ 成果 

・発災前より、EMIS へ入力するタイミングを決定し医療機関へ事前通達した。

台風 15 号の経験もあり、保健所による EMIS 確認の意識も高まっていたことか

ら早期の確認ができた。 

・12 日の大雨特別警報の発令から活動することも検討したが、本部要員を暴風

の中で登庁させる危険性を考慮する等の安全管理を行うことができた。 

（万一に備え、統括安田は徒歩数分で登庁可能な県庁前ホテルで自主待機） 

・被災医療機関への支援（給水車派遣や搬送支援、救護所運営等）を早期に行う

ことができた。 

・常陸太田・ひたちなか医療圏保健医療調整本部へ移行する準備を整えた上で撤

収ができた。 

・災害対策本部内に設けられた航空医療調整部にドクヘリ担当を派遣し、陸路が

寸断された被災地に対して航空医療対応を実施する判断が早期に、初めて実施

できた。 

・災害前から計画されていた県内保健所再編計画により（添付資料）被災地保健

所である常陸大宮保健所は11月1日をもってひたちなか保健所支所と再編され、

人員削減の予定であったが、保健所長および保健福祉部長に対策を進言し、有事

対応が実現された。 

・2020 年 1 月現在も現地との懇話会を開催し、県災害医療コーディネーターの

オンコール体制を継続中である。（県災害医療コーディネーター会議は 2020年 1

月 23日を最終とした） 

➢ 課題 

・県保健医療調整本部に保健福祉部各課からリエゾンを配置して情報共有を行

うべきだった。 

・DPATの派遣を 13日または 14日の早期に行うべきだったか。 

・県保健医療調整本部の本部要員の招集要請方法や人数について、予め決めてお

くことが必要ではないか。 

・避難所における医療を含めたニーズはなく見守りとしていたが、早期にスクリ

ーニングを行うチームを派遣するべきだったか。 
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・被災医療機関の食料問題について、道路の開通もしており自力で確保できるで

あろうと見守りとしたが、積極的に関与するべきだったか。 

・被災地である常陸太田・ひたちなか医療圏の地域災害医療コーディネーター

は県内で唯一の未設置地域であり、過去の常総水害同様に県コーディが現地に

赴き、地域コーディの代行を務めたが、距離的にも、また地元密着型の医療調整

がきわめて困難であった。 

 

② 救護班について 

➢ 成果 

・日赤救護班や JMATのスムーズな活動のために大子町役場や保健センターと連

携ができた。 

・日赤救護班撤収後の活動について JMATと連携ができた。 

・10/25日の大雨を考慮し、JMATを午前中で現地撤収させる安全管理判断を行う

ことができた。 

➢ 課題 

・災害診療記録と J-SPEEDの入力についての注意事項を発信しなかったため、未

入力項目が多かった。J-SPEED本部用で確認し修正を行ったが、上記を使用する

と決定した際に注意事項を発信するべきだった。 

 

７．まとめ 

 主な被災地である大子町へ関係機関と早期に介入しフェーズごとの対応を行い、今現

在も見守りの体制を敷くことができているのは、本県の災害医療コーディネーター体制

が機能しているからである。 

 今後も行政とさらなる信頼関係を構築し、災害時の保健医療体制を担うことが肝要で

ある。 
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令和元年10月 12日 

茨城県災害対策本部 

令和元年台風第19号に係る災害対応について（10月 12日 23時 00分現在） 

１ 台風の状況（22時 00分時点） 

位 置：つくば市の西南西約30km（北緯 36.0度，東経 139.8度） 

中心気圧：９６５hPa 

進 路：北北東 45km/h 

強 さ：強い 

２ 被害状況 

（１）人的被害  重 傷 １名（桜川市） 

中等症 １名（かすみがうら市） 

軽 傷 ４名（土浦市２，龍ヶ崎市１，筑西市１） 

行方不明 １名（常陸大宮市） 

（２）建物被害 確認中 

３ 避難勧告等の発令状況（詳細は別添１のとおり） 

（１）避難準備・高齢者等避難開始

２１市町村 ３２１，９９６世帯 ７９８，９２９人

水戸市，龍ヶ崎市，常陸太田市，取手市，牛久市，鹿嶋市，潮来市，守谷市，那

珂市，筑西市，稲敷市，神栖市，行方市，つくばみらい市，小美玉市，茨城町，

大洗町，城里町，美浦村，境町，利根町 

（２）避難勧告

２４市町村 ２３５，６２２世帯 ５８６，６６０人

水戸市，日立市，土浦市，古河市，石岡市，結城市，常陸太田市，高萩市，北茨

城市，つくば市，ひたちなか市，守谷市，常陸大宮市，那珂市，筑西市，坂東市，

かすみがうら市，鉾田市，つくばみらい市，小美玉市，城里町，東海村，阿見町，

境町 

（３）避難指示（緊急）

５市 ２５，５０３世帯 ６２，６４９人

常陸太田市，北茨城市，常陸大宮市，桜川市，大子町 

４ 避難所の開設及び避難者数（詳細は別添２のとおり） 

４４市町村で４８４箇所開設 

４４市町村で６，２４９世帯１６，９０６名が避難 

（世帯数の確認中については含まない。） 

５ 災害対策本部等の設置状況（詳細は別添３のとおり） 

（１）災害対策本部設置（３２市町村）

水戸市，日立市，土浦市，古河市，石岡市，龍ケ崎市，下妻市，常陸太田市，高萩

市，北茨城市，取手市，つくば市，ひたちなか市，鹿嶋市，潮来市，守谷市，常陸

大宮市，那珂市，坂東市，稲敷市，桜川市，神栖市，行方市，鉾田市，つくばみら

い市，大洗町，東海村，大子町，美浦村，阿見町，五霞町，境町 

資料提供 
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（２）災害警戒本部設置（１０市町）

常総市，笠間市，牛久市，かすみがうら市，小美玉市，茨城町，城里町，河内町，

八千代町，利根町 

６ 交通の状況 

（１）鉄道の状況

ＪＲ常磐線特急 全線 運休  (10/13 未定) 

県内在来線 10時から14時頃までに全線運休 

（２）高速道路

県内高速道路10月 12日 16時から通行止

常磐道，北関東道，東関東道水戸線，圏央道 

（３）一般道（詳細は別添４のとおり）

一般国道 ５路線 

一般県道 １０路線 

主要地方道 ２４路線 

計 ３９路線 

７ 停電状況（21時 30分時点） 

鹿嶋市 約４，６００軒 

行方市 約２，５００軒 

取手市 約１，２００軒 

神栖市 約１，２００軒 

日立市 約１，０００軒 

石岡市 約８００軒 

鉾田市 約７００軒 

稲敷市 約６００軒 

つくばみらい市 約５００軒 

美浦村 約４００軒 

坂東市 約４００軒 

筑西市 約４００軒 

桜川市 約２００軒 

茨城町 約２００軒 

計 約１４，７００軒 

８ 気象情報等（10月 12日 22時 22分水戸地方気象台発表情報，詳細は別添５のとおり） 

（１）大雨特別警報（土砂災害） 16市町

日立市，土浦市，石岡市，常総市，常陸太田市，高萩市，北茨城市，笠間市，つく

ば市，守谷市，常陸大宮市，坂東市，かすみがうら市，桜川市，城里町，大子町

（２）大雨特別警報（浸水害）  4市町 

日立市，常陸太田市，筑西市，大子町 

（３）大雨警報（土砂災害） 22市町村

水戸市，古河市，結城市，龍ケ崎市，下妻市，取手市，牛久市，ひたちなか市，鹿

嶋市，潮来市，那珂市，筑西市，稲敷市，行方市，鉾田市，つくばみらい市，小美

玉市，茨城町，東海村，美浦村，阿見町，利根町

（４）大雨警報（浸水害）  38市町村

水戸市，土浦市，古河市，石岡市，結城市，龍ケ崎市，下妻市，常総市，高萩市，
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北茨城市，笠間市，取手市，牛久市，つくば市，ひたちなか市，鹿嶋市，潮来市， 

守谷市，常陸大宮市，那珂市，坂東市，稲敷市，かすみがうら市，桜川市，神栖市， 

行方市，鉾田市，つくばみらい市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町，東海村， 

美浦村，阿見町，五霞町，境町，利根町 

（５）洪水警報       36市町 

水戸市，日立市，土浦市，古河市，石岡市，結城市，龍ケ崎市，下妻市，常総市， 

常陸太田市，高萩市，北茨城市，笠間市，取手市，牛久市，つくば市，ひたちなか 

市，守谷市，常陸大宮市，那珂市，筑西市，坂東市，かすみがうら市，桜川市，鉾 

田市，つくばみらい市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町，東海村，大子町，阿 

見町，八千代町，五霞町，境町 

（６）暴風警報       全市町村

（７）土砂災害警戒情報（10月 12日 22時 05分発表情報）   23市町

水戸市，日立市，土浦市，石岡市，常総市，常陸太田市，高萩市，北茨城市，笠間

市，牛久市，つくば市，守谷市，常陸大宮市，那珂市，筑西市，坂東市，かすみが

うら市，桜川市，つくばみらい市，小美玉市，茨城町，城里町，大子町

９ 河川の氾濫 

久慈川（大子町池田及び矢田地内） 

10 ダムの緊急放流 

水沼ダム １２日午後８時５０分から 影響河川：花園川，大北川 

竜神ダム １２日午後１１時３０分から 影響河川：山田川 

11 災害救助法の適用 

８市２町（日立市，石岡市，常陸太田市，高萩市，北茨城市，笠間市，常陸大宮市，

桜川市，城里町，大子町） 
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別添１ 
10月12日（土）

23:00現在

発令 解除 発令 解除 発令 解除

1 水 戸 市 10/12 9:00 106,793 239,696 全域 10/12 16:00 12,400 30,680

2 日 立 市 10/12 12:15 78,337 176,069 全域

3 土 浦 市 10/12 14:01 15,571 35,193

4 古 河 市 10/12 17:30 4,761 10,969

5 石 岡 市 10/12 10:00 27,878 75,156 全域

6 結 城 市 10/12 19:00 19,560 52,700 全域

7 龍 ケ 崎 市 10/12 9:00 31,545 78,730 全域

8 下 妻 市

9 常 総 市

10 常 陸 太 田 市 10/12 13:30 - - 全域 10/12 16:00 2,150 5,208 10/12 22:00 水府，金砂郷 水府，金砂郷

11 高 萩 市 10/12 10:00 288 712

12 北 茨 城 市 10/12 15:48 479 1,202 10/12 20:30 12,515 29,879

13 笠 間 市

14 取 手 市 10/12 12:00 727 1,502

15 牛 久 市 10/12 11:00 223 515

16 つ く ば 市 10/12 14:23 10,603 27,034

17 ひたちなか市 10/12 15:19 4,187 10,739

18 鹿 嶋 市 10/12 13:24 9,680 22,492

19 潮 来 市 10/12 13:00 - - 全域

20 守 谷 市 10/12 13:23 2,459 6,482 10/12 22:12 1,911 5,349

21 常 陸 大 宮 市 10/12 15:45 16,275 42,650 全域 10/12 21:50 4,656 12,333

22 那 珂 市 10/12 13:30 25 63 10/12 16:15 2,767 7,207

23 筑 西 市 10/12 10:00 36,402 104,539 全域 10/12 22:00 6,556 18,207

24 坂 東 市 全域 10/12 22:30 19,418 56,210 全域

25 稲 敷 市 10/11 15:00 15,960 44,082 全域

26 かすみがうら市 10/12 22:00 231 622

27 桜 川 市 10/12 20:13 912 3,042

28 神 栖 市 10/11 17:11 38,440 94,310 全域

29 行 方 市 10/12 13:15 12,889 34,806 全域

30 鉾 田 市 10/12 16:00 446 1,183

31 つ くば みら い市 10/12 13:00 18,905 49,643 全域 10/12 21:35 1,696 4,930

32 小 美 玉 市 10/12 13:26 13,814 35,684 10/12 16:29 6,528 17,006

33 茨 城 町 10/12 14.10 12,551 33,609 全域

34 大 洗 町 10/12 12:50 7,364 17,727 全域

35 城 里 町 10/12 9:36 7,139 18,922 全域 10/12 16:00 2,214 4,428

36 東 海 村 10/12 17:45 1,160 2,637

37 大 子 町 10/12 20:10 7,420 17,395 全域

38 美 浦 村 10/12 10:00 確認中 確認中

39 阿 見 町 10/12 14:40 206 569

40 河 内 町

41 八 千 代 町

42 五 霞 町

43 境 町 10/12 17:00 - - 全域 10/12 20:30 - - 全域

44 利 根 町 10/11 14:00 7,080 16,127 全域

合計 21 0 321,996 798,929 24 0 235,622 586,660 5 0 25,503 62,649

市町村 市町村 市町村 市町村 市町村 市町村

世帯数 人数

令和元年台風第１９号に係る避難勧告等の発令状況

市町村名
避難準備・高齢者等避難開始

世帯数 人数
避難勧告

世帯数 人数
避難指示（緊急）
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別添２ 

避難所数 避難世帯数 避難者数

水戸市 57 確認中 742
日立市 39 940 1696
土浦市 26 確認中 1713
古河市 10 0 715
石岡市 39 確認中 467
結城市 9 340 736
龍ケ崎市 3 148 233
下妻市 7 87 211
常総市 6 100 314
常陸太田市 14 40 71
高萩市 4 94 155
北茨城市 20 31 68
笠間市 4 97 184
取手市 8 165 340
牛久市 3 62 126
つくば市 12 333 681
ひたちなか市 21 確認中 430
鹿嶋市 8 413 707
潮来市 6 150 292
守谷市 6 98 206
常陸大宮市 18 111 202
那珂市 4 確認中 188
筑西市 10 202 458
坂東市 16 61 142
稲敷市 7 264 657
かすみがうら市 7 74 135
桜川市 15 確認中 248
神栖市 23 608 1137
行方市 6 201 402
鉾田市 4 275 514
つくばみらい市 14 346 801
小美玉市 8 150 272
茨城町 7 75 117
大洗町 1 33 56
城里町 6 68 141
東海村 6 123 230
大子町 10 75 119
美浦村 2 24 52
阿見町 4 68 130
河内町 3 49 49
八千代町 1 22 51
五霞町 2 13 23
境町 3 227 555
利根町 5 82 140

計 484 6249 16906

44市町村で484箇所開設，44市町村で6249世帯16906名が避難

台風１９号　避難所等（１０月１２日２３時現在）　

99



別添３ 

設置 解除 備考 設置 解除 備考

1 水 戸 市 10/11 9:00

2 日 立 市 10/11 9:00

3 土 浦 市 10/12  11:00 災害対策本部へ移行 10/12 14:00

4 古 河 市 10/11  17:00 災害対策本部へ移行 10/12 15:50

5 石 岡 市 10/12 8:00

6 結 城 市

7 龍 ケ 崎 市 10/11 17:00

8 下 妻 市 10/11 10:00

9 常 総 市 10/11 11:00

10 常 陸 太 田 市 10/11 10:00 災害対策本部へ移行 10/12 13:00

11 高 萩 市 10/9 14:00

12 北 茨 城 市 10/9 13:00 災害対策本部へ移行 10/12 14:30

13 笠 間 市 10/11 13:30

14 取 手 市 10/11 13:00 災害対策本部へ移行 10/12 9:00

15 牛 久 市 10/12 9:00

16 つ く ば 市 10/12 10:00

17 ひたちなか市 10/11 9:00

18 鹿 嶋 市 10/11 15:00

19 潮 来 市 10/9 15:00 10/11 15:00 災害対策本部へ移行 10/11 15:00

20 守 谷 市 10/12  8:30 災害対策本部へ移行 10/12 12:30

21 常 陸 大 宮 市 10/11  15:30 災害対策本部へ移行 10/12 15:00

22 那 珂 市 10/11 13:30

23 筑 西 市

24 坂 東 市 10/11 8:50 災害対策本部へ移行 10/12 16:15

25 稲 敷 市 10/11 10:00 災害対策本部へ移行 10/11 14:00

26 かすみがうら市 １０/１１　１６:２０

27 桜 川 市 10/12 8:30 災害対策本部へ移行 10/12 11:00

28 神 栖 市 10/11 9:00

29 行 方 市 10/12 6:20 災害対策本部へ移行 10/12 13:00

30 鉾 田 市 10/11 11:00 災害対策本部へ移行 10/12 15:00

31 つくばみらい市 10/12 9:00

32 小 美 玉 市 10/12 13:00

33 茨 城 町 10/11 10:00

34 大 洗 町 10/11 9:30 災害対策本部へ移行 10/12 9:00

35 城 里 町 10/11 9:35

36 東 海 村 10/11 9:00 災害対策本部へ移行 10/11 17:15

37 大 子 町 １０/１１ １５:３０ 災害対策本部へ移行 10/12 15:36

38 美 浦 村 10/11 9:00 災害対策本部へ移行 10/12 9:30

39 阿 見 町 10/11 13:00

40 河 内 町 10/11 10:00

41 八 千 代 町 10/12 8:00

42 五 霞 町 10/12 12:30

43 境 町 10/11 17:30 災害対策本部へ移行 10/12 16:15

44 利 根 町 10/10 8:40

合計 10 32

令和元年台風第１９号に係る災害対策本部等の設置状況（10/12 23時00分現在）

市町村名
災害警戒本部 災害対策本部
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別添４ 

令和元年10月12日（土）22時20分　現在

10月11日

17時00分

10月11日

17時00分

10月12日

11時50分

10月12日

16時00分

10月12日

16時00分

10月12日

16時00分

10月12日

16時00分

10月12日 自然排水

16時00分

10月12日 自然排水

16時00分

10月12日

17時00分

10月12日

17時00分

10月12日

17時40分

10月12日

17時40分

10月12日 ポンプ排水，雨後

18時10分 4車線

10月12日 ポンプ排水，雨後

18時35分

10月12日 状況調査中

18時20分

10月12日

18時20分

10月12日

18時20分

10月12日 10月12日

18時50分 20時40分

10月12日 10月12日

18時50分 21時10分

10月12日

19時00分

10月12日

19時00分

10月12日

19時00分

10月12日

19時00分

10月12日

19時20分

10月12日

21時00分

10月12日

20時30分

10月12日

20時40分

10月12日

21時00分

10月12日

21時00分

10月12日

21時30分

10月12日

21時00分

10月12日

22時00分

10月12日

21時30分

10月12日

21時30分

10月12日

21時30分

10月12日

21時50分

10月12日

21時00分

10月12日

21時30分

28 主要地方道 12  那須烏山御前山線 常陸大宮市下小瀬 路面冠水 全面通行止
冠水のため
L=200m

27 主要地方道 62  常陸那珂港山方線 那珂市南酒出 倒木 全面通行止
倒木
L=1,500m

26 一 般 県 道 186  荒井行方線 鹿嶋市津賀～行方市根小屋 強風 全面通行止
強風による車両横転
の恐れ
L=4,000m

25 一 般 国 道 349 国道349号 常陸太田市小菅町 路面冠水 全面通行止
冠水のため
L=100m

24 主要地方道 27 塙大津港線 北茨城市関本町才丸～富士ヶ丘 事前通行規制 全面通行止
雨量基準値超過のた
め
L=6,000m

23 主要地方道 27 塙大津港線 北茨城市関本町小川～華川町花園 事前通行規制 全面通行止
雨量基準値超過のた
め
L=10,000m

22 主要地方道 10 日立いわき線 北茨城市上小津田～富士ヶ丘 事前通行規制 全面通行止
雨量基準値超過のた
め
L=1,000m

21 主要地方道 22 北茨城大子線 北茨城市中郷町松井～高萩市横川 事前通行規制 全面通行止
雨量基準値超過のた
め
L=6,200m

倒木
L=4,000m

20 一 般 県 道 102 長沢水戸線 水戸市下国井町 倒木 全面通行止
落下物
L=5,000m

19 主要地方道 34  竜ヶ崎阿見線 牛久市正直町 倒木 全面通行止

111  高萩塙線 高萩市下君田～福島県境 事前通行規制 全面通行止

阿見町阿見 路面冠水 全面通行止一 般 県 道 203  荒川沖阿見線

18

17

13

15

雨量基準値超過のた
め
L=5,700m

雨量基準値超過のた
め
L=11,000m

主要地方道

16

22  北茨城大子線 高萩市上君田～常陸太田市境 事前通行規制 全面通行止

一 般 県 道 111  高萩塙線 高萩市下君田 土砂崩れ 全面通行止

一 般 県 道

土砂崩れのため
L=4,000m

L=700m

11

一 般 県 道 142  岩井野田線 坂東市岩井 路面冠水 全面通行止 L=50m

冠水のため
L=400m

10

雨量基準値超過のた
め
L=3,500m

雨量基準値超過のた
め
L=11,600m

冠水のため
L=600m

北関東道の通行止
に合わせた通行止
L=700m

14

一 般 県 道 236  筑波公園永井線 つくば市筑波～土浦市小野 強風 全面通行止
倒木の恐れ
L=10,000m

一 般 国 道 354 国道354号バイパス 岩井東中交差点～猿島常総線との交差点 路面冠水 全面通行止

12

主要地方道 34  竜ヶ崎阿見線 阿見町中郷２丁目 路面冠水 全面通行止

一 般 県 道 138  石岡つくば線 石岡市仏生寺～つくば市平沢 事前通行規制 全面通行止
倒木のおそれ
L=5.500m

主要地方道 68  美浦栄線 若草大橋有料道路 強風 全面通行止
強風による車両横転
の恐れ
L=1,700m

常磐道の通行止に
合わせた通行止
L=1,560m

北関東道の通行止
に合わせた通行止
L=2,800m

42  笠間つくば線 石岡市小幡 事前通行規制 全面通行止

全面通行止

倒木のおそれ
L=2.000m

全面通行止66  日立中央インター線 日立有料道路 事前通行規制

57  常陸那珂港南線 常陸那珂有料道路 事前通行規制

4

一 般 県 道 245  上君田小妻線 常陸太田市小妻町 事前通行規制

7

9

ひたちなか市阿字ヶ浦町 事前通行規制主要地方道 57  常陸那珂港南線6

主要地方道

主要地方道

全面通行止

主要地方道 22  北茨城大子線 常陸太田市里川町～徳田町 事前通行規制 全面通行止

全面通行止

8

規 制 解 除
第３者被害
の 有 無

備　 　考

1

一 般 県 道 150  月岡真壁線
石岡市小幡～桜川市真壁町田
湯袋峠 強風 全面通行止

倒木の恐れ
L=5,000m

2

主要地方道 7  石岡筑西線
石岡市上曽～桜川市真壁町上尾
上曽峠 強風 全面通行止

倒木の恐れ
L=4,500m

3

5

主要地方道

10/12 台 風 19 号 に よ る 通 行 規 制 道路通行規制状況

整理
番号

道 路 種 別
路線
番号

路　　線　　名 区　　間　・　場　　所 規 制 理 由 規 制 内 容 規 制 開 始

29 主要地方道 27 塙大津港線 北茨城市華川町花園 路面冠水 全面通行止
冠水のため
L=2,000m

32 一 般 国 道 461 国道461号 高萩市大能 倒木 全面通行止
倒木・冠水のため
L=2,000m

30 主要地方道 33  常陸太田大子線 常陸太田市天下野町 土砂崩れ 全面通行止
土砂崩れのため
L=100m

31 一 般 国 道 461 国道461号 常陸太田市折橋町 土砂崩れ 全面通行止
土砂崩れのため
L=100m

33 主要地方道 46  野田牛久線 つくばみらい市豊体 路面冠水 全面通行止
冠水のため
L=1,700m

34 主要地方道 7  石岡筑西線 石岡市下林～柿岡 路面冠水 全面通行止
冠水のため
L=1,800m

35 主要地方道 42  笠間つくば線 石岡市野田～柿岡 路面冠水 全面通行止
冠水のため
L=2,300m

36 主要地方道 64  土浦笠間線 石岡市柿岡～宇治会 路面冠水 全面通行止
冠水のため
L=2,100m

37 主要地方道 10  日立いわき線 北茨城市磯原町木皿 路面冠水 全面通行止
冠水のため
L=300m

38 主要地方道 28  大子那須線 大子町矢田 路面冠水 全面通行止
久慈川越水による
冠水のため
L=1,700m

39 一 般 国 道 118 国道118号 大子町久野瀬 路面冠水 全面通行止 冠水のため
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別添５ 
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令和元年１２月２４日 

茨城県災害対策本部 

令和元年台風第19号に係る災害対応について（12月 24日 15時 00分現在） 

１ 被害状況 

（１）人的被害 死 者 ２名（桜川市１，大子町１） 

重 傷 ０名 

中 等 症 ７名（水戸市１，常総市１，北茨城市２，常陸太田市１， 

 大子町１，境町１） 

軽 傷１３名（水戸市１，日立市１，土浦市５，龍ケ崎市１， 

常総市１，ひたちなか市１，筑西市１， 

かすみがうら市１，行方市１） 

行方不明 １名（常陸大宮市１） 

（２）建物被害（詳細は別添１のとおり）

全壊   １０市町  ２９２棟（うち住家  １４６棟） 

半壊   １９市町 ２，３９７棟（うち住家１，５９９棟） 

建物一部損壊  ３９市町村 １，８２１棟（うち住家１，４６１棟） 

床上浸水  ７市町 ５９棟（うち住家 １３棟） 

床下浸水   １５市町 ５４４棟（うち住家 ３５０棟） 

※上記数値は現時点での判明件数であり，今後増減する可能性あり

（確認中のものは含まない）

※床上浸水であっても，高さにより全壊又は半壊に区分（区分間の重複は

ない）

２ 災害対策本部等の設置状況（12月 24日 15時現在） 

（１）災害対策本部設置（２市町）

常陸太田市，大子町

（２）災害警戒本部設置（１市）

水戸市

３ 罹災証明書の申請及び交付件数について（12月 24日 15時現在） 

申請件数：3,254件（41市町村） 

交付件数：3,166件（41市町村） 

※ 詳細は別添２のとおり

４ 被災者への公営住宅の提供について（12月 24日 15時現在） 

県営住宅への入居戸数  94戸（水戸市69，常陸太田市1，ひたちなか市3， 

常陸大宮市12，神栖市6，城里町3） 

市町営住宅への入居戸数 72戸（水戸市6，常総市1，常陸太田市15，ひたちなか市4， 

常陸大宮市24，那珂市1，城里町４，大子町17） 

国家公務員宿舎の入居戸数 5戸（水戸市5） 

賃貸型応急住宅の入居戸数 13戸（水戸市7，常陸大宮市6） 

建設型応急住宅の入居戸数 17戸（常陸大宮市9，大子町8） 

資料提供 
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５ 機動班等（総務省スキームによる対口支援団体等）の活動状況 

常陸太田市（島根県）(10/16～11/1,11/5～)： 延べ人数１４１名 

６ 災害廃棄物対策 

災害廃棄物発生量（推計）（市町村毎は別添３のとおり）

９０千トン（主な市町村：水戸市４７千トン，常陸大宮市１４千トン，

大子町１４千トン，常陸太田市６千トン）

※推計方法：環境省の「災害廃棄物対策指針」（環境省）に基づき，建物被害当

たりの原単位を用いて算出（全壊：117トン／棟，半壊：23トン／

棟，床上浸水4.60トン／世帯，床下浸水：0.62トン／世帯） 

「一部損壊」は「床下浸水」として算定 

※建物被害数は12月 20日 15時現在数を基に算定

７ ボランティアセンターの設置等について 

大子町において，ボランティアセンターを設置中。 

※ 上記以外の状況については，前回資料提供と変更がないため省略します。

【参考】茨城県災害対策本部は本日をもって廃止いたします。 

なお，廃止に伴い，定期的に行っていた資料提供は本日をもって終了します。 
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別添１ 

住 非住 計 住 非住 計 住 非住 計 住 非住 計 住 非住 計

水戸市 49 140 189 344 709 1,053 332 119 451

日立市 4 4 3 3

土浦市 43 9 52

古河市 8 8 3 3

石岡市 12 13 25

結城市 5 5 3 3 16 16 1 1

龍ケ崎市 27 27

下妻市 2 2 4 1 1

常総市 2 2 19 19

常陸太田市 10 10 219 219 120 120

高萩市 1 1 2

北茨城市 4 2 6 22 5 27

笠間市 1 1

取手市 40 2 42

牛久市 23 3 26

つくば市 2 2 30 30 11 11

ひたちなか市 81 41 122 75 42 117 157 120 277

鹿嶋市 1 1 20 8 28

潮来市 1 1 7 1 8 28 7 35

守谷市 11 3 14

常陸大宮市 49 49 378 378 117 117

那珂市 1 1 23 5 28 6 17 23

筑西市 1 1 21 3 24 3 16 19 31 31 62

坂東市 6 6 2 2

稲敷市 1 1 103 36 139

かすみがうら市 2 2

桜川市 2 2 46 36 82

神栖市 11 11 20 20 6 6 74 74

行方市 1 1 23 7 30

鉾田市 2 2 12 12 1 1 8 8

つくばみらい市 2 2 25 25 1 1

小美玉市 4 4 1 1

茨城町 16 14 30 3 9 12 10 14 24

大洗町 14 14 30 30

城里町 1 1 2 90 39 129 31 19 50

東海村

大子町 35 35 413 413 137 137

美浦村 1 1

阿見町 16 11 27

河内町 8 8

八千代町 2 2 4 4 8

五霞町

境町 4 4 51 23 74

利根町 14 14

計 146 146 292 1,599 798 2,397 1,461 360 1,821 13 46 59 350 194 544

※上記数値は現時点での判明件数であり，今後増加する可能性あり（確認中のものは含まない）
床上浸水であっても，高さにより全壊又は半壊に区分（区分間の重複はない）

台風１９号　建物被害（１２月２４日１５時００分現在）

住：住家，非住：非住家

全壊 半壊 一部損壊 床上浸水 床下浸水
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別添２ 

罹災証明書の申請及び交付件数について
12月24日15時時点

水戸市 707 650
日立市 23 23
土浦市 45 44
古河市 10 10
石岡市 5 5
結城市 13 13
龍ケ崎市 27 27
下妻市 2 2
常総市 23 22
常陸太田市 349 349
高萩市 0 0
北茨城市 20 20
笠間市 4 4
取手市 51 41
牛久市 24 24
つくば市 34 34
ひたちなか市 207 207
鹿嶋市 21 21
潮来市 33 33
守谷市 8 8
常陸大宮市 525 525
那珂市 27 27
筑西市 45 45
坂東市 6 6
稲敷市 106 106
かすみがうら市 11 11
桜川市 26 22
神栖市 98 84
行方市 23 23
鉾田市 14 14
つくばみらい市 28 28
小美玉市 5 5
茨城町 16 16
大洗町 34 34
城里町 123 122
東海村 4 4
大子町 519 519
美浦村 0 0
阿見町 16 16
河内町 9 9
八千代町 4 4
五霞町 0 0
境町 2 2
利根町 7 7

計 3,254 3,166

所在市町村名 申請件数 交付件数 備考
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別添３

市町村名 全壊（棟） 半壊（棟） 床上浸水（世帯） 床下浸水（世帯） 一部損壊 災害廃棄物発生推計量（トン）

水戸市 189 1,053 447 46,609

日立市 3 4 4

土浦市 52 32

古河市 3 8 7

石岡市 25 16

結城市 5 16 1 3 191

龍ケ崎市 27 17

下妻市 1 4 3

常総市 2 19 246

常陸太田市 10 219 120 6,281

高萩市 2 1

北茨城市 6 27 155

笠間市 1 1

取手市 42 26

牛久市 26 16

つくば市 2 11 30 71

ひたちなか市 122 277 117 3,050

鹿嶋市 1 28 40

潮来市 2 1

守谷市 14 9

常陸大宮市 49 377 117 14,477

那珂市 1 28 23 775

筑西市 1 19 62 24 258

坂東市 2 6 5

稲敷市 1 139 109

かすみがうら市 2 1

桜川市 2 82 97

神栖市 16 74 119

行方市 1 30 42

鉾田市 2 1 8 56

つくばみらい市 2 1 25 66

小美玉市 1 4 3

茨城町 12 24 30 89

大洗町 14 30 341

城里町 2 129 50 3,232

大子町 35 411 137 13,633

美浦村 1 1

阿見町 27 17

河内町 8 5

八千代町 2 8 239

境町 4 74 64

利根町 14 9

合計 291 2,375 69 544 1,752 90,414

※建物被害数は12月20日15時現在数を基に算定。

災害廃棄物発生量の推計（市町村毎）　

※推計方法：環境省の「災害廃棄物対策指針」（環境省）に基づき，建物被害当たりの原単位を用いて算出

　（全壊：117トン／棟，半壊：23トン／棟，床上浸水4.60トン／世帯，床下浸水：0.62トン／世帯）

　「一部損壊」は「床下浸水」として算定
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令和元年 １１月 １日に
保健所を再編します

現在の１２保健所から、９保健所２支所に再編・統合することで、保健所機能の強化を図ります。

●支所となる保健所

●保健所の機能を強化します。

常陸大宮保健所 ひたちなか保健所
常陸大宮支所

支所となっても、引き続き相談・申請などの受付業務は行います。

※業務はつくば、筑西、古河の3保健所に移管されます。

茨城県
保健福祉部厚生総務課

●廃止となる保健所
常総保健所

鉾田保健所 潮来保健所
鉾田支所

10月31日をもって
廃止となります。

新興感染症や食中毒への対応、大規模災害時の医療救護体
制の確保といった健康危機事案への対応力の強化や、関係医
療機関との連携強化などを図ります。

保健所の機能を強化します。

支所となっても、引き続き相談・申請などの受付業務は行います。

※業務はつくば、筑西、古河の3保健所に移管されます。

茨城県
保健福祉部厚生総務課

廃止となる保健所
常総保健所

鉾田保健所 潮来保健所
鉾田支所

10月31日をもって
廃止となります。

新興感染症や食中毒への対応、大規模災害時の医療救護体
制の確保といった健康危機事案への対応力の強化や、関係医
療機関との連携強化などを図ります。

北茨城市

高萩市

日立市常陸太田市

大子町

常陸大宮市

城里町
那珂市 東海村

ひたちなか市水戸市

笠間市

茨城町 大洗町

鉾田市

鹿嶋市

潮来市

神栖市

行方市

小美玉市

石岡市

桜川市

筑西市結城市

下妻市
八千代町

古河市

境町
五霞町

坂東市
常総市

つくば市

土浦市

かすみがうら市

阿見町 美浦村

牛久市つくばみらい市

守谷市

取手市

龍ケ崎市 稲敷市

利根町 河内町

日立保健所

ひたちなか
保健所

水戸保健所

潮来保健所
鉾田支所

ひたちなか保健所
常陸大宮支所

潮来保健所

古河保健所

筑西保健所

土浦保健所竜ケ崎保健所つくば保健所
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保健所の管轄区域が変わります

各種相談・申請等については、支所及び一部市町村でも受け付けます

各保健所の所在地・連絡先

保健所再編についてのお問い合わせ先

従　　前
（～令和元年10月）

保健所名
水戸保健所
ひたちなか保健所
常陸大宮保健所
日立保健所
鉾田保健所
潮来保健所
竜ケ崎保健所
土浦保健所
つくば保健所
筑西保健所
常総保健所　（※3）
古河保健所

支所では幅広く相談・申請などを受け付けます。
（受付時間：平日8:30～17:15）
【例】　・指定難病、小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請
　　　・不妊治療費、肝炎治療費助成の申請
　　　・食品衛生、生活衛生の営業許可申請、届出
　　　・各種免許の申請
　　　・各種保健相談

常総市及び坂東市にお住まいの方は、
市の窓口で以下の申請を受け付けます。
１．指定難病特定医療費支給認定の申請
２．小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請
３．肝炎治療費助成の申請

水戸保健所
ひたちなか保健所
　常陸大宮支所
日立保健所
潮来保健所
　鉾田支所

竜ケ崎保健所

土浦保健所
つくば保健所
筑西保健所
古河保健所

水戸市
ひたちなか市
常陸大宮市
日立市
潮来市
鉾田市

龍ケ崎市

土浦市
つくば市
筑西市
古河市

水戸市（※1）、笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町
ひたちなか市、東海村
常陸太田市、常陸大宮市、那珂市、大子町（※2）
日立市、高萩市、北茨城市
鹿嶋市、潮来市、神栖市
行方市、鉾田市
龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷市
河内町、利根町、美浦村、阿見町
土浦市、石岡市、かすみがうら市
つくば市、つくばみらい市、常総市
結城市、筑西市、桜川市、下妻市、八千代町
古河市、五霞町、境町、坂東市

水戸
常陸太田・
ひたちなか
日立

鹿行

取手・竜ケ崎

土浦
つくば
筑西・下妻
古河・坂東

保健所名 場  所 管 轄 市 町 村

令和元年１１月１日～

二次保健医療圏

（※１）令和２年４月１日より水戸市が独自に保健所を設置し、県の水戸保健所の区域から除かれる予定です。
（※２）赤字で表示した市町村が，今回管轄となる保健所が変わる市町村になります。
（※３）常総保健所は１０月３１日をもって廃止となります。

保健所名
水戸保健所
ひたちなか保健所
　ひたちなか保健所 常陸大宮支所
日立保健所
潮来保健所
　潮来保健所 鉾田支所
竜ケ崎保健所
土浦保健所
つくば保健所
筑西保健所
古河保健所

所在地
水戸市笠原町993-2
ひたちなか市新光町95
常陸大宮市姥賀町2978-1
日立市助川町2-6-15
潮来市大洲1446-1
鉾田市鉾田1367-3
龍ケ崎市2983-1
土浦市下高津2-7-46
つくば市松代4-27
筑西市甲114
古河市北町6-22

電話番号
029-241-0100
029-265-5515
0295-52-1157
0294-22-4188 
0299-66-2114
0291-33-2158
0297-62-2161
029-821-5342
029-851-9287
0296-24-3911
0280-32-3021

茨城県保健福祉部厚生総務課　TEL 029-301-3175（直通）
109



福島県医療救護福祉調整本部における DMAT活動報告書 

－令和元年台風第 19号－ 

 

1.活動期間 

令和元年 10月 12日から 10月 21日 

 

 

2.活動場所 

・福島県医療救護福祉調整本部 

（福島県庁西庁舎 7階地域医療福祉課内 10月 12日から 10月 13日 17時） 

（福島県庁北庁舎 4階県北地方振興局内 10月 13日 17時から 10月 21日） 

 

・いわき市災害医療保健活動本部 

（いわき市医療センター内 10月 13日から 10月 18日） 

 

・相双医療圏保健医療活動本部 

（相双保健所内 10月 15日から 10月 18日） 

 

・本宮市保健医療福祉活動本部 

（本宮市地域交流センターモコ ステーション 10月 16日から 10月 21日） 

 

・谷病院支援指揮所 

（10月 13日から 10月 17日） 

 

 

3.本部メンバー 

福島県統括 DMAT，福島県災害医療コーディネーター 

日本 DMAT隊員，福島 LDMAT隊員，DMATロジスティックチーム， 

福島県保健福祉部地域医療課職員 
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4.管轄区域の被災状況 

2019 年 10 月 6 日 3 時にマリアナ諸島の東海上で発生し、12 日に日本に上陸

した．関東地方や甲信地方、東北地方などで記録的な大雨となり、甚大な被害を

もたらした。福島県からの令和元年 10月 12日台風第 19号による被害状況即報

（第５報）によると，10月 13日 5:00現在で，避難所開設数 523，受入避難者数

20943人の報告があった．避難所開設数と受入避難者数，受入避難世帯数の推移

は資料 1に添付する． 

 人的被害は，死者 29名，行方不明者 1人，重傷者 2人，軽傷者 42人，住家被

害は，全壊 13 棟，半壊 391 棟，一部損壊 271 棟，床上浸水 5839 棟，床下浸水

1127棟（2019年 10月 21日 13時 00分現在）である． 

 

5.活動内容 

5-1 活動概要：主な活動内容の提示 

5-1-1 福島県医療救護福祉調整本部 

2019年 10月 13日 8：10に福島県立医科大学の島田医師（統括 DMAT，

福島県災害医療コーディネーター）が福島県庁に登庁，DMATによる活動

が開始された．福島県 DMAT調整本部は，福島県庁保健福祉部（西庁舎 7

階）に設置した．福島県災害対策本部（北庁舎 3階）との連携について

は，医療班にリエゾンを派遣して，情報を共有した上で各機関との調整

を行った． 

2019年 10月 14日の夕方からは，福島県保健医療福祉調整本部（北庁

舎 4階）に移動し，被害が大きい医療圏に対し拠点本部を置き，福島県

保健医療福祉調整本部と連携を取れるような体制を作った（図 1）．  

活動隊に関しては，県内の日本 DMAT と福島県 LDMAT への派遣要請，

DMATロジスティックチームへの派遣要請を行い，医療ニーズのある拠点

や施設に派遣を行い活動した（資料 1）． 

 

図 1. 福島県保健医療福祉調整本部組織図 
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5-1-2 被害状況の把握と DMAT活動戦略 

10/12 未明より県庁職員が電話にて医療機関に対し被災状況と医療ニ

ーズの収集を行い，EMISに代行入力することで情報共有を図った．10/13 

9：35時点の EMIS入力状況は，要請支援 3，支援不要 135，未入力 11（休

院中 4施設含む）であった．次に，社会福祉施設の調査を行い被害があ

る 11 施設（重大な被害あり 3 施設，軽微な被害あり 8 施設）を取り上

げた．同様に，児童施設，障害者施設，救護施設の調査を行ったが，こ

れらは被害状況を確認出来なかった． 

 DMAT隊は，上記施設の対応を行う他，Command＆Controlに従い各医療

圏に調整本部を立ち上げた．県北医療圏に対しては，県北保健所の所在

地である福島市と被害が甚大であった本宮市が遠方のため，本宮市保健

医療福祉活動本部を設置し，また浸水被害の大きかった谷病院に支援指

揮所を設置した．そして水道局の被災により大規模断水となった相双医

療圏，いわき市医療圏にも設置する事にした（図 1）．県内 DMAT のみで

は対応困難であると考え，DMAT 事務局に DMAT ロジスティックチーム派

遣の要請を行った．資料 1 に DMAT，DMAT ロジスティックチームの活動

場所を示す． 

県内から招集した DMATは主に，要支援の病院（星綜合病院，谷病院，

たむら市民病院）と，要支援の社会福祉施設（ラスール伊達，明生苑，

長寿荘）の支援を行った．各医療圏の調整本部の立ち上げは，DMAT ロジ

スティックチームを中心に行った．県内 DMATの活動人員を図 2に示す．

資料 2に県内 DMAT活動状況まとめを示す． 
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図 2. 福島県内 DMATの活動人数 

 

 

5-1-3 ロジスティック 

 水道局の被災により，相双地区で 3病院（相馬中央病院，公立相馬総

合病院，鹿島厚生病院），いわき地区で 6 病院（舞子浜病院，長春館病

院，新田目病院，松尾病院、四倉病院，療護園）新地町で１病院（渡辺

病院），田村市で 1病院（たむら市民病院）の長期間の断水があった．各

医療施設における水の補給について，貯水タンク，備蓄量，1 日の必要

量等の調査を行い状況の詳細な把握を行った．福島県災害対策本部にお

いて，各機関（自衛隊，消防等）と連携を取り，各医療機関への給水計

画をたてた． 

食料や重油については，物流に大きな問題がなかったので深刻な被害

はなかった． 

 

 

5-2 DMAT撤収と引き継ぎの調整 

 福島県 DMAT調整本部は，急性期の医療ニーズは収束の方向に向かったことに

より 10/14に活動を引き継ぐ形で福島県保健医療福祉調整本部となった． 

相双医療圏保健医療活動本部は，以降の業務を保健所に引継ぎ 10/18 を以て

活動終了し撤収となった． 

いわき市災害医療保健活動本部は，県と市の情報共有のサポートや他団体と

の情報共有は，いわき市医療センターが行う事とし 10/18 を以て本部撤収とな

った． 
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 本宮市保健医療福祉活動本部は，10/21を以て本部撤収となった．しかし谷病

院への支援や避難者が未だ多くいる状況を鑑み，本宮市保健福祉活動会議に枡

記念病院（石川医師が中心）が参加し，医療的な助言を行いながら継続して支援

を行う事となった． 

 DMAT 隊員が主導で運営を行ってきた福島県保健医療福祉調整本部は，

10/21を以て福島県保健福祉部に引き継ぎをされた．DMAT隊員はリエゾ

ンとして 10/25まで数名配置され情報を共有しながら対応する体制とし

た． 
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5-3 経時的活動記録（クロノロジー）抜粋：主な活動時程を提示 

10/13 

8：10 島田先生（福島県統括 DMAT，福島県災害医療コーディネーター）登庁 

8：10 DMAT調整本部立ち上げ 

8：35 県内 DMAT待機要請 

9：35 EMIS入力状況（要請支援 3，支援不要 125，未入力 11） 

10：10 県内 DMAT1チーム 谷病院へ 

10：35 後藤先生（DPAT）登庁 

12：50 県内 DMAT2チーム 本宮市役所へ 

13：17 県内 DMAT1チーム 谷病院へ 

13：48 県内 DMAT1チーム 四倉病院，舞子浜病院へ 

14：10 県内 DMAT1チーム たむら市民病院へ 

16：41 県内 DMAT1チーム ラスール伊達へ 

17：00 DMATロジスティックチーム 県庁登庁 

 

10/14 

8：15 DMATロジスティックチーム いわき市へ 

8：49 県内 DMAT1チーム たむら市民病院へ 

9：00 県内 DMAT1チーム 登庁 

10：30 DMATロジスティックチーム 追加派遣要請 

10：35 災害支援ナース 派遣要請 

10：55 DMATロジスティックチーム ラスール伊達へ 

11：00 県内 DMAT1チーム 本宮市へ 

11：25 日赤救護班 派遣要請 

12：15 県内 DMAT1チーム グループホーム楓へ 

13：50 JMAT1チーム 本宮市・二本松市の避難所スクリーニング 

14：50 大井先生（JRAT）登庁 

20：00 DMAT調整本部を福島県保健医療福祉調整本部に変更  
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5-4 管下の活動チーム 

福島県内 DMAT，福島 LDMAT 

福島医大附属病院，福島赤十字病院，大原綜合病院，枡記念病院，太田西ノ内病

院，総合南東北病院，公立岩瀬病院，白河厚生病院，会津中央病院，竹田綜合病

院，会津中央病院，南相馬総合病院，いわき市医療センター 

 

県外 DMAT，DMATロジスティックチーム 

秋田大学，日本医大付属病院，京都岡本記念病院，済生会中和病院，東京慈恵会

医科大学葛飾医療センター，東京医科大学八王子医療センター，日野市立病院，

聖隷三方原病院，静岡県立総合病院，神戸赤十字病院，東邦大学大森病院，福井

県済生会，愛媛県立中央病院，長崎県上五島，山形県立中央病院，市立島田病院，

災害医療センター，岩手医科大学，山形県立中央病院，青森県立中央病院 
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6.活動の評価と今後の問題点 

指揮系統の確立 

 発災の翌朝，統括 DMAT により災害医療体制を立ち上げられ、県内 DMAT を中

心に早期から活動が行われた．被害の大きい医療圏に調整本部を配置し情報収

集と問題点に対する対応を行った．県保健医療福祉調整本部と各活動本部との

連携は問題なかった． 

 しかし，断水が発災数日後に起きた事もあり，当初問題ないと考えられた相双

医療圏は拠点本部を設置するのが発災 2 日後と遅れた．また谷病院の被害が甚

大でありその対応に活動の比重を占められ，本宮市内の保健医療福祉活動本部

設置が発災 3日後と遅れた． 

 

医療機関の情報収集とその対応について 

 県庁職員の電話による情報収集のおかげで，早期より医療機関の被害状況を

把握することが出来た．最終的に EMIS 入力率 100％（休院中 4 施設を除く）を

達成することが出来た．被害があった医療機関に対して県内 DMATを中心に隊を

派遣し対応を行った．今回の大きな成果として，社会福祉施設の調査も行うこと

が出来て，被害のあった 11 施設に対しても DMAT の派遣を行い対応することが

出来た． 

 発災当初 EMIS入力を行ってから，EMISが更新される事がなかった，また入力

のほとんどは，代行入力によるもので医療機関自ら入力した件数は少なかった

のが課題である． 

 

DMATの運用 

 県内 DMATが本部の作戦に従い種々の活動を遂行した．隣県でも被災があり県

内 DMATのみでは活動人員の不足を感じたが，DMATロジスティックチームがそれ

をカバーしてくれた．県保健医療福祉調整本部運営は，主に福島医大 DMATが担

当を行い継ぎ目のない活動が出来た．県内 DMATは大変な状況の中活動に協力頂

いた． 

 福島 LDMATの要請方法や情報共有について，確認が必要であると考えられた． 

 

透析について 

 断水の影響で，透析の問題も関心を集めた．今回日本透析医会福島県支部の担

当者に登庁して頂きリエゾンとして協同した．透析患者の病院調整を透析医会

と協同で行うことにより，円滑な活動が出来た． 

 今後についても，透析医会からリエゾンとして災害対策本部で活動して頂く

ように調整が必要である． 
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搬送調整 

 被害のあった医療施設や社会福祉施設からの搬送業務がいくつかあった．活

動隊の車両を使用し搬送する事が出来た．今回の任務では多数患者の搬送はな

かったので，車両の調整や搬送先も比較的円滑に行う事が出来た． 

 搬送は，非常に多くの時間を要する業務となるため，活動には多くの隊が必要

となることを念頭に置く必要がある． 

 

 

7.まとめ 

発災の翌朝，統括 DMAT により災害医療体制を立ち上げられ、県内 DMAT を中

心に早期から活動が行われた．超急性期においては，浸水した病院や社会福祉施

設への医療支援が中心であったが，断水の影響で水の支援の活動が中心を占め

た．医療ニーズや物資の要望が刻々と変化する中で，EMIS や電話調査，そして

現地調査による情報収集より対応を行ってきた．交通網の遮断，通信障害など活

動に支障をきたす影響が少なかったのは，不幸中の幸いであった．避難所スクリ

ーニングは日赤医療班に委譲し，情報共有を行いながら問題に対応していった．

DMAT ロジスティックチームは，3 次隊まで派遣され各医療圏において亜急性期

に続く体制を立ち上げて，保健所に体制を引き継ぐことが出来た． 

 断水に対する給水対応は，医療施設のニーズを把握したものの分配する資源

が限られており，要望する量を給水する事が出来なかった．自衛隊と連携を取り

ながら活動を行ったが，2-3週間とも言われた断水期間に対する対応の難しさを

痛感する事となった． 

 

 

<資料> 

資料 1 DMAT，DMATロジスティックチームの活動場所 

資料 2 県内 DMAT活動人員 
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10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日

日 月 火 水 木 金 土 日 月

1 県庁本部・伊達 県庁本部 県庁本部 県庁本部 県庁本部 県庁本部 県庁本部 県庁本部 県庁本部

2
たむら市民病院、ラ
スール伊達

公立相馬総合病院、
堰本ふるさと会館

県庁・梁川 相双保健事務所

3 田村市民病院・三春

4 谷病院 谷病院 谷病院・県庁 谷病院・県庁

5 院内待機 院内待機 院内待機 院内待機 院内待機 院内待機 院内待機 院内待機 院内待機

6 本宮市避難所・伊達
いわき市医療セン
ター

いわき市医療セン
ター

本宮市役所 谷病院

7 本宮市避難所・伊達
二本松市社会福祉施
設

8 白河市内・院内
白河・浅川の社会福
祉施設

白河・浅川の社会福
祉施設

院内待機

9 本宮市避難所 県庁 県庁

10 いわき市医療センター県庁・伊達

11 谷病院

12

13
四倉病院、舞子浜病
院

いわき市調整本部
（いわき市医療セン
ター内）

いわき市調整本部
（いわき市医療セン
ター内）

いわき市調整本部
（いわき市医療セン
ター内）

いわき市調整本部
（いわき市医療セン
ター内）

いわき市調整本部
（いわき市医療セン
ター内）

14 奥山　学 秋田大学 県庁本部 いわき市医療センターいわき市医療センターいわき市医療センター

15 山平　大介 秋田大学 県庁本部 いわき市医療センターいわき市医療センターいわき市医療センター

16 平林　篤志 日本医大付属病院 いわき いわき いわき

17 谷口　ちひろ 京都岡本記念病院 いわき いわき いわき 本部・県内視察

18 北村　未央 済生会中和病院 いわき いわき いわき 本部・県内視察 本部・本宮 本部

19 佐藤　浩之東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 相双 相双 相双

20 齋藤　健吾東京医科大学八王子医療センター 相双 相双 相双 相双 県内視察

21 張替　健 日野市立病院 相双 相双 相双

22 志賀　一博 聖隷三方原病院 相双 相双 相双

23 長島　尚子 静岡県立総合病院 相双 相双 相双 県庁本部・本宮 県内視察

24 安部　史生 神戸赤十字病院 相双 相双 相双 本部

25 田巻　一義 東邦大学大森病院 本宮 本宮 本宮 本宮 本宮 本宮

26 池川　博之 福井県済生会 本宮 本宮 本宮 本宮 本宮 本宮

27 武田　徹 愛媛県立中央病院 本宮 本宮 本宮 本宮 本宮 本宮

28 和氣　幸佑 長崎県上五島 本宮 本宮 本宮 本宮 本宮

29 萬年　琢也 山形県立中央病院 県庁本部・本宮 伊達 県庁本部

30 松岡　良太 市立島田病院 午後より県庁 県庁本部 伊達 県庁本部・本宮 県内視察

31 鈴木　教久 災害医療センター 県庁本部 県庁本部 県庁本部

32 眞瀬　智彦 岩手医科大学 県庁本部 県庁本部 県庁本部

33 中島　成隆 岩手医科大学 県庁本部 県庁本部

34 富永　綾 岩手医科大学 県庁本部 県庁本部 県庁本部

35 森野　一真 山形県立中央病院 県庁本部 県庁本部

36 小塚　浩 災害医療センター

37 小早川　義貴 災害医療センター

38 近藤　久禎 災害医療センター 本部 本部 本部

39 小笠原　賢 青森県立中央病院 本部

竹田綜合病院

県立南会津病院

南相馬市立総合病院

いわき市医療センター

　月日　

DMAT医療機関

太田西ノ内病院

総合南東北病院

公立岩瀬病院

白河厚生総合病院

会津中央病院

福島医大附属病院

福島赤十字病院

大原綜合病院

枡記念病院

　DMAT，DMATロジスティックチームの活動場所　 <　資料１＞
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宮城県災害医療本部・DMAT調整本部における DMAT活動報告書 

－令和元年台風第 19号－ 

 

1.活動期間 

令和元年１０月 1３日から１０月３０日 

 

2.活動場所 

• 宮城県災害医療本部・DMAT調整本部 

（宮城県行政庁舎２階 第２入札室内） 

• 仙南地域災害保健医療調整本部 

（仙南保健福祉事務所別館１階 別館第一会議室） 

• 丸森町支援保健医療調整室 

（丸森町役場３階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 宮城県 DMAT調整本部メンバー 

• 県 DMAT調整本部長 

 山田康雄（仙台医療センター、10／13〜16） 

 山内 聡（大崎市民病院、10／17〜18） 

• 県災害医療コーディネーター 

 石井 正（東北大学病院、10／13〜15、17〜18） 

 佐々木 宏之（東北大学災害科学国際研究所、10／16） 

• DMAT調整副本部長 

 藤田基生（東北大学病院、10／13、15） 

 武藤満完（東北労災病院、10／14、16） 

• ロジリーダー 

 阿部喜子（東北大学病院、10／13〜16） 

宮城県 DMAT調整本部 

仙南地域災害保健医療調整本部 

丸森町保健医療本部 

（丸森町支援保健医療調整室） 

角田市保健医療本部 

宮城県災害医療本部 

仙台保健福祉事務所 

黒川支所 

大郷町 

避難所 
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 三河栄次郎（仙台医療センター、10／17）、犬上直美（仙台医療センタ

ー、10／17）、佐藤 大（東北医科薬科大学病院、10／17） 

• DMAT調整本部要員（宮城県内） 

東北大学病院、仙台医療センター、東北労災病院、東北医科薬科大学病

院、大崎市民病院、仙台赤十字病院、仙台オープン病院、気仙沼市立病院 

• 日赤リエゾン 

 庄子将貴（日赤宮城県支部）、大沼正宏（仙台赤十字病院）、藤田康雄

（秋田赤十字病院） 

• 腎透析ネットワーク／小児周産期 リエゾン 

 宮崎真理子（東北大学病院）／菅原典子（東北大学病院） 

• DMAT 事務局、DMAT ロジスティックチーム（別添１：仙南地域災害保健医療

調整本部、丸森町保健医療本部、丸森町支援保健医療調整室の活動隊を

含む） 

• 宮城県医療政策課 

 後藤正樹、後藤秀剛、遠藤 圭、沓澤俊夫、山田康人、島津陽介 

 

4.管轄区域の被災状況 

台風 19号の通過に伴い、宮城県では令和元年 10月 12日(土)夜半から 13

日（日）未明にかけて記録的な大雨となり、特に阿武隈川や吉田川流域では

観測史上 1位を記録する凄まじい豪雨となった。10月 29日現在、宮城県内

の被害は、１）人的被害；死者 19名、行方不明者 2名、重傷 5名、軽症 34

名、２）住家被害；全壊 165棟、半壊 857棟、一部破損 649棟、床上浸水

4,046棟、床下浸水 14,053棟である。（第 13回宮城県災害対策本部会議資

料 https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/761370.pdf より引用） 

 

5.活動内容 

5-1 宮城県災害医療本部・DMAT調整本部 

令和元年 10月 13日(日)、宮城県庁 2階第 2入札室に宮城県 DMAT調整 

本部ならびに宮城県災害保健医療調整本部を設置、10月 18日（金）に 

DMAT調整本部は撤収した。 

【県内医療機関の被災情報収集ならびに支援】 

10月 13日 EMIS フォロー施行、ならびに各災害拠点病院（保健所単位に 1 

病院）への管下医療機関の情報収集を依頼した。10月 13日中に、仙南医療 

圏の 2病院、仙南病院（角田市）、丸森病院（丸森町）以外は問題なしとされ 

た。しかし同じく仙南医療圏の仙南中央病院（柴田町）から DMATへの支援 

依頼が 17日になり顕在化した。 
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仙南病院、丸森病院に対しては一部避難、全避難がそれぞれ DMAT と消防 

機関の連携のもと遂行された。 

① ＜仙南病院・透析患者避難＞ 

仙南病院は河川氾濫により 1 階が浸水し、透析機器使用不能となった。

入院患者 12名・外来患者 22名の透析調整が必要となった。入院患者 12

名は透析可能医療機関に翌 14日に転送することとなった。また外来患者

22 名のうち、自力転出できた 3 名を除いた 19 名の転送も必要となり、こ

のうち 13名は 14日の転送となった。 

13 日の段階では仙南病院周辺の浸水で車両の接近が不能であり、ボー

ト・車両・ヘリを用いた多機関搬出ミッションの調整が必要であったことと、

透析医療機関の手配という特殊性を鑑み、県調整本部で直接搬出業務

を調整した。 

受入医療機関の調整は宮城県腎透析ネットワークが担当し、県 DMAT 調

整本部が緊急消防援助隊および自衛隊と連携し搬出方法を決定した。 

10 月 14 日(月)午前、搬出を開始した（9:30 開始予定が道路事情で 2 時

間遅れた）。14 日朝、仙南病院周辺の水が引いていることが判明したた

め、DMAT と消防機関のみの活動となった。仙南病院に直接アクセスした。 

搬送予定入院患者１２名に対しては、DMAT を仙南病院班２隊、ヘリベー

ス班（角田市総合運動公園）２隊に分けて対応。搬送患者全員を仙南病

院班でメディカルチェックを行った。刈田総合病院への８名は消防救急車

のみで陸路搬送。東北大学病院２名、仙台赤十字病院２名は消防救急車

（DMAT 添乗なし）でヘリベースに移動し、再チェックの後、DMAT 添乗防

災ヘリで空路搬送とした。 

外来透析患者 13名中、5名が消防車両、5名が自力で、3名が仙南病院

車両で全員刈田総合病院に移動した。 

なお仙南病院の透析機能は翌 15日に復旧し、順次仙南病院に患者が戻

った。 

② ＜丸森病院・入院患者全避難＞ 

丸森病院では１階浸水で大型診療機器がすべてダウンした。仙南活動拠

点本部は入院患者 56 名全員避難の方向で 14 日から調整を開始し、丸

森病院院長との協議の結果、避難が決定した。搬送先医療機関の収容

キャパシティーの事前確認と、消防機関との車両調整は県調整本部で行

った。患者—搬送手段—搬送先病院のマッチングや各日の搬送人数など、

実際の搬送スキームは仙南活動拠点本部所属の実働チームで組み立て

た。下記の通り、15〜17日の 3日間で 56名全員の避難が終了した。 

• 15日には、仙南活動拠点本部の DMAT車両 5台により 5名を転院搬送
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（搬送先は、大泉記念病院 2、みやぎ県南中核病院 1、国立病院機構宮

城病院 1、公立刈田総合病院 1）。消防救急車で転送 1 名（県南中核病

院）。退院 3名。 

• 16日には、消防救急車で 15名、DMAT添乗消防救急車で 12名、DMAT

車両で 7名、合計 34名を転送（搬送先は、大泉 8、宮城 7、刈田７、県南

中核 6、川崎３、仙南３）。退院 2名。 

• 17日には、消防救急車で 9名転送（搬送先は、宮城 5、刈田 2、金上 2）。

1名施設入所、1名退院。 

③ ＜仙南中央病院からの支援要請＞ 
仙南中央病院は 13 日の段階で支援不要とされていたが、13 日夜に同院

から自衛隊に支援要請が入ったとの情報があった。14 日、仙南活動拠点

本部に対し状況確認を要請した。15 日に水不足との情報が入った。自衛

隊から給水可能との回答を得たが受水槽がなく県庁に調整を依頼した。

17 日、同院から仙南活動拠点本部に患者部分避難の要請が入り状況を

確認。最終的に、仙南中央病院理事長・病院長・仙南活動拠点本部の協

議の結果、理事長の管理下で数名/日の段階的搬送を行う事となった。 

【避難所・高齢者福祉施設のスクリーニング】 

① ＜大郷町の避難所支援調整＞ 

• 14日段階で 2ヶ所の避難所があったが、15日午後に「ふらっと大郷 21」

（体育館）に統合、100名弱が収容した。物資は充実していた。 

• 6 日午後に、JMAT、塩釜保健所黒川支所保健師（県）、大郷町役場保

健師、災害支援ナース、杉山内科・杉山医師、県庁調整本部・佐々木医

師で協議を行った。 

• 災害支援ナースが避難所泊まり込みの活動を行っており、杉山医院も

車両を使っての避難所対応を表明した。JMAT は 16 日単日の活動とな

り、杉山医院での対応がお願いできた。 

② ＜仙南地域の避難所アセスメント＞ 

• 仙南地域の避難所数 

 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 

角田市 15 5 3 3 3 3 

丸森町 15 15 15 13 12 12 

柴田町 5 1 1 0 0 0 

村田町 2 1 1 1 1 0 

川崎町 0 0 0 0 0 0 

 

• これらの避難所に対し、仙南活動拠点本部・保健医療調整本部の
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DMAT ならびに救護班が巡回スクリーニングを実施、継続した。評価結

果はアセスメントツール RASECC（東北大学 石井先生開発）を用いて

共有された。 

• 丸森町にアクセス困難地域（羽出庭、大張、耕野、欠入、筆甫など）があ

り、医療チームの移動に注意を用意した。10/18 時点で羽出庭は未到

達、欠入は閉鎖されていた。筆甫は丸森側からは到達困難（福島側か

ら到達可能とのこと）であり物資の空輸等が行われていたが、10/17 に

DMATロジスティックチームが入り、支援ニーズのないことを確認した。 

• 丸森まちづくりセンターや丸森小体育館（ともに丸森町役場近く）などの

衛生環境が問題となっていた。 

③ ＜高齢者福祉施設のスクリーニング＞ 

• 丸森町・角田市の高齢者福祉施設のスクリーニングが行われた。このう

ち、丸森ロイヤルケアセンター（丸森町役場、丸森病院の直近に位置）

から避難の要請があったが、同施設の職員間で認識の解離が見られた。

10/17、仙南地域災害医療コーディネーターの訪問時、施設の環境が改

善方向に向かっており、施設職員のコンセンサスとして避難不要、との

結論に至った。 

④ ＜丸森町での診療活動＞ 

• 巡回診療；避難所アセスメントに併せて DMAT・救護班が診療を行った。 

• 救護所・モバイルファーマシー；仙南地域保健医療調整本部で諸調整の

後、10/17に丸森町役場内に救護所を、同役場敷地内にモバイルファー

マシー（宮城県薬剤師会）を設営し、10/18より運用を開始した。 

⑤ １０月１９日以降の活動 

• 10月 18日(金)、宮城県 DMAT調整本部ならびに仙南医療圏 DMAT活

動拠点本部は閉鎖、DMAT活動は終了した。これに伴い、医療支援の

拠点は仙南地域災害保健医療調整本部に移管・集約、医療救護班活

動に全面移行した。宮城県内の県および地域災害医療コーディネータ

ーが仙南地域災害医療コーディネーターを支援することとした。また、

DMATロジスティックチームの活動も仙南地域に集約された。 

• 10月 23日(水)、仙南地域災害保健医療調整本部を閉鎖。（仙南保健

所の地域災害医療支部は活動継続。）丸森町に救護班（日赤ならびに

JMAT）、災害医療コーディネーター、DMATロジスティックチームの活動

を集約した。 

• 10月 26日(土)の丸森町災害対策本部会議において、10月 28日(月)

から丸森病院での外来診療再開と福祉避難所設置が決定した。これを

受けて、宮城県は県主導の医療救護活動終結を決定し、10月 27日
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(日)を以て丸森町から撤収した。 

• 11月 15日(金)、宮城県災害対策本部が閉鎖された。 

 

5-2 仙南地域災害保健医療調整本部・丸森町支援保健医療調整室 

• 仙南地域災害保健医療調整本部 

 本部長：仙南保健所長 西條、地域コーディネーター：古川、宮城県災

害医療コーディネーター（輪番） 

 丸森町、角田市を管轄し、救護班の派遣調整を行った。 

• 丸森町支援保健医療調整室 

 国保丸森病院：冠水による病院避難後、診療再開までの支援

を実施した。 

 三澤医院、山本医院：断水に対して、給水タンクを補充し、通常

診療可能となった。 

 大張診療所：休診 

 登米整形外科：断水あり、開業の目処立たず。 

 避難所３カ所での支援保健師のための、資料作りなどを行った。 

 

5-3 経時的活動記録（クロノロジー）抜粋：主な活動時程を提示 

 

10/13 

10：21 仙台医療センターDMAT 山田先生登庁 

10：25 国保丸森病院、仙南病院の浸水確認 

10：30 DMAT調整本部立ち上げ 

10：40 仙南医療センター情報収集 

11：10 国保丸森病院情報収集 

11：15 仙南病院籠城決定 

11：30 石巻赤十字 DMATを国保丸森病院に派遣 

14:15 仙南地域災害保健医療調整本部設置のため、石巻赤十字 DMA 市川先

生が災害医療コーディネーターとして派遣 

15:55 県内 DMAT派遣要請 

16:23   仙南地域災害保健医療調整本部設置完了 

 

10/14 

14：15 国保丸森病院５６名全員避難決定 

14：30 仙南病院 明日から透析可 

15：05 DMATロジスティックチーム派遣要請 
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18：10 国保丸森病院５６名全員避難は明日から 

18：35 10/15～ DMAT事務局から依頼した DMATチームについて 

・秋田：市立秋田総合、秋田大学、秋田脳研、中通総合病院 

・青森：青森県中、八戸日赤、八戸市立、弘前大学 

・岩手：岩手医大、県立磐井、県立中央、胆沢 11：00  

10/15 

8：54 モバイルファーマシー薬剤師会準備出来ている。県からの要請依頼して

ほしい。 

災害処方箋使用するのか問い合わせあり 

12：15 TMATを仙南地域災害保健医療調整本部へ派遣 

12：35 北海道ロジスティックチーム到着 

13：12 北海道ロジスティックチーム・中森医師が仙南地域災害保健医療調整本

部へ 

13：32 大村医師より仙南中央病院の水供給ライン確保依頼電話あり 

→自衛隊が供給可能→しかし大型ポリタンクがない→県医療政策課が調整する 

14：25 DPAT出動要請 

14：25 国保丸森の薬剤師会からモバイルファーマシー出動依頼 

14：55 EMIS情報。10月 15日に丸森病院より 4名搬送。25名は搬送済 

10/16 

16:05 国保丸森病院避難：34名 

16:57 筆甫、欠入（川田島含）、羽田庭孤立地区には自衛隊がヘリで物資搬送。 

10/17 

11:54 丸森 HPの避難者 9人搬送完了（11:29）2名は退院。 

 

 

6.課題と展望 

（1） 【県 DMAT調整本部設置と要員招集のタイミング】 

 大雨特別警報が発出された翌日に、統括 DMATならびに災害医療コーディネ

ーターの登庁要請があった。迅速性と安全性の観点から、どの時点で招集がか

かるのが妥当か、検討の余地がある。 

 

（2） 【宮城県における災害医療組織体制】 

 県の災害対策マニュアルは，平成 29年厚労省通知にある保健医療調整本部

体制ではなく，それに以前に作成されたものとなっている．その内容では，宮城

県災害医療本部（本部長は，宮城県保健福祉部次長）の中に，宮城県 DMAT調

整本部と医療救護班派遣調整本部の二つが含まれ，災害医療コーディネーター
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が，本部長の指揮を支援するという構造になっている。 

 しかし、調整本部が携わった業務は“DMAT と医療救護班の調整”のみなら

ず、保健医療・福祉の多岐にわたる物事の調整であった。旧来の組織図はこの

事実を反映しておらず、むしろ「県 DMAT調整本部・県災害保健医療調整本部」

の方が現実に即しているように思われる。現在宮城県の災害対策マニュアル

は，保健医療調整本部体制として改訂中であり，今後は，現在よりもさらに密な

保健医療体制が構築しやすくなると期待される。 

 

（3） 【県災害対策本部会議への直接参加】 

 DMAT・保健医療調整本部の（県庁職員以外の）要員が県災害対策本部会議

に直接参加するようになったのは、15日（火）からであった。県災害対策本部会

議への参加は災害の全体像をイメージする上で有用であり、できる限り初期から

参加するよう心がけるべきである。初動期から災害対策本部情報を詳細に得て

いた場合、避難所アセスメント等を他地域でも行うべく更なるチーム派遣要請を

かけていた可能性がある（結果的に、支援介入は不要との結論になったと推測

されるが）。 

 

（4） 【活動拠点本部との情報共有】 

 仙南医療圏活動拠点本部との情報共有は、電話連絡、Google Drive、Web会

議等で行われた。複数の情報共有ツールの使用は有効であったと考える。 

 

（5） 【避難所アセスメント情報の共有】 

 RASECC による情報収集とその結果の電磁的共有は、活動拠点本部と同様に

県調整本部でも状況把握が可能となり、非常に有用であった。 

 

7.まとめ 

１０月１２日夜に、宮城県に大雨特別警報が発表され、その翌日、県 DMAT 調整本

部および県災害保健医療調整本部立ち上げ、県内 DMAT を中心に早期から活動を

開始した。被害が大きかった丸森町、角田市を管轄する仙南地域災害保健医療調整

本部を設置して、DMAT、日赤、NHO等救護班の派遣調整を行なった。 

 国保丸森病院の病院避難５６名（うち２名退院）は１０月１７日に完了した。 

筆甫、欠入（川田島含）、羽田庭孤立地区には自衛隊がヘリで物資搬送して対応した。 

１０月１８日、宮城県 DMAT調整本部ならびに仙南医療圏 DMAT活動拠点本部は閉

鎖、DMAT活動は終了した。これに伴い、医療支援の拠点は仙南地域災害保健医療

調整本部に移管・集約、医療救護班活動に全面移行した。宮城県内の県および地域

災害医療コーディネーターが仙南地域災害医療コーディネーターを支援することとし
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た。 

また、DMATロジスティックチームの活動も仙南地域に集約された。 

１０月２３日、仙南地域災害保健医療調整本部を閉鎖。丸森町に救護班、災害医療コ

ーディネーター、DMATロジスティックチームの活動を集約した。 

１０月２７日を以て丸森町から撤収し、１１月１５日、宮城県災害対策本部が閉鎖され

た。 

 

別添資料１：DMAT 事務局、DMAT ロジスティックチームメンバー（仙南地域災害保健

医療調整本部、丸森町保健医療本部、丸森町支援保健医療調整室の活動隊を含む） 
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