
滋賀県支部災害対策計画 

 

はじめに                          

私達が住む滋賀県は中央に琵琶湖があり、自然豊かな県です。またこれまでからも他府県

に比べ、災害に見舞われることも少なく、住みよい町と言われています。そのせいか、災

害に備える意識が他府県に比べると低く、他人事のような感覚になりがちです。しかし実

際のところは県内には断層が幾つか縦断しており、南海トラフの影響も大きく受けるだろ

うと言われています。そこで、いつ訪れるかもしれない災害に今から備えるためにも、精

神保健福祉士として何が出来るのか、普段から災害に備えた連携の在り方や組織の在り方

を準備し、災害が起こった時に活用できるものとしてこの計画を策定する。 

 

災害の定義 

本災害対策計画において、災害とは、人間生活や社会構造に及ぼす影響を重視した「被災

地域内の努力だけでは解決不可能なほど、地域の包括的な社会維持機能が障害された状態」

という定義を用いる。（文献：太田保之「災害精神医学の現状」精神医学 38：344-354,1996） 

 

平常時体制 

１． 情報管理に関する事項 

① 県や市町村などの精神保健福祉情報の収集・整理を実施する。 

② 県や市町村など行政・地域関係機関との連携・情報交換を実施する。 

③ 県や市町村などの防災計画を把握する。 

 

２． 災害への備え 

① 県支部における災害対策計画を立案する。（災害対策委員会） 

・支部会員リストを事務局で保管する。 

・活動用のビブス・腕章・ヘルメットなどの備品を準備する。（災害対策委員会） 

 滋賀県精神保健福祉士会の予算の範囲内で購入し、下記災害対策委員会構成メ

ンバーに支給する。 

・災害時の活動拠点を選定する。 

  

 

 



② 県支部の災害対策委員を配置し、本協会へ登録する。（登録は事務局が行う） 

  災害対策委員   梶 佳意子 

           （琵琶湖病院） 

           西川 健一 

           （働き暮らし応援センター） 

    岩瀬 敏彦   

           （出合いの家） 

   池田 健太郎 

           （滋賀県精神保健福祉センター） 

           門田 雅宏 

           （滋賀県障害福祉課） 

③ 災害対策委員会の構成 

 滋賀県精神保健福祉士会 理事     

災害対策委員  5名以上 

      計   8 名以上 

④ 災害対策委員の役割（平常時） 

（１） 災害支援研修の企画・実施・受講等 

（２） 自治体等との災害支援協定、支部災害対策計画、活動内容等の見直し 

（３） 他県（隣接県及びブロック等）との連携 

（４） 「１．情報管理に関する事項」 

⑤ 訓練の実施 

（１） 自治体の防災訓練への協力 

（２） 会員への安否確認訓練 

 

 

災害時体制 

１． 支部災害対策本部の設置 

① 情報の収集 

・災害発生時、災害対策委員は速やかに情報の収集に努め、本協会及び支部災害対

策委員のメーリングリストに情報を上げる。寄せられた情報について、支部事務局

長が集約を行う。 

② 支部災害対策委員会の招集・協議 

・支部長・副支部長・事務局長により支部災害対策委員会の招集・設置について協

議を行う 

③ 支部災害対策本部設置に関する決定 



・災害対策委員会で対策本部の設置の可否を決定。 

・対策本部は被災状況に応じて災害対策委員会で設置場所を検討する。 

・支部災害対策本部の構成は、支部長・副支部長・事務局長・災害対策委員・災害

対策本部設置機関の担当者 1名以上とする。 

・災害対策本部の活動内容については、日本精神保健福祉士協会 災害支援ガイド

ラインを参考に行う。 

・支部災害対策本部の設置を本協会へ報告。 

 

２． 支援活動実施のための被災状況に関する情報収集 

④被災状況に関する情報収集 

・災害対策本部に情報を一元化する 

⑤支部会員の安否確認 

    ・災害対策本部は会員の安否状況確認をメール/HP/電話/FAX等を利用し実施する。 

 

３． 隣接支部への応援要請 

⑥必要時の隣接支部への応援要請 

 

４． 行政への協力に申し出、関係機関・職能団体との連携 

⑦行政への協力の申し出 

⑧関係機関・職能団体との連携 

・災害対策本部を事務局以外の機関に設置した場合、本協会、行政機関、関係機関

等に報告を行う。 

５．本協会災害対策本部への会員派遣要請および会員派遣受け入れ時の調整 

⑨会員派遣要請 

⑩ 会員受け入れ時の調整 

 

６．復興状況に関する情報収集と支部災害対策本部の解散 

⑪ 災害対策委員会で対策本部の解散を決定。 

 

７．報告 

⑫本協会への報告 

 

 

 

 



■活動の概要 

 

１． 支部における災害発生時 

【０～1週間】 

 ・支部会員の安否確認の開始及び本協会への報告 

 ・災害対策委員は、速やかに情報の収集に努め、本協会及び支部災害対策委員のメーリ

ングリストに情報を上げる。寄せられた情報について、支部事務局長が集約を行う。 

 ・支部災害対策委員会の開催についての協議（支部長・副支部長・事務局長） 

 ・災害対策委員は可能な限り現地を訪問し、正確な情報収集を行う。（地元へ負担をかけ

ぬように）又は、現地の構成員から情報収集を行う。 

 ・支援物資の調達および搬送 

 ・県へ支部としての協力申し入れ 

 ・隣接する府県へ支部としての協力申し入れ 

 ・ボランティア保険等の対応 

 ・本協会への報告（支援物資の協力も含め） 

 

【1週間～２週間】 

 ・災害対策委員会を開催（委員間での被災状況等の情報共有、災害対策本部設置の可否

に関する検討、災害対策本部を設置する場合は設置機関・活動拠点等に関する検討、

役割分担等） 

 ・情報収集および情報提供（行政等との連携により相互に情報交換を欠かさぬこと） 

 ・支部会員で支援活動への参加が可能な者の把握（※所属長への派遣依頼を手配） 

 ・災害規模に応じ、他地域への人材の要請（災害対策本部を窓口に近隣支部、本協会、

他団体等へ協力を要請） 

 ・行政機関からの要請にもとづき、支援活動を実施する 

 ・状況に応じ、自主的な派遣活動も行う（行政機関の同意のもとに） 

 ・本協会への報告 

 

【２週間～1か月】 

 ・災害対策委員会を開催（情報共有、役割分担、活動の評価及び修正、災害対策本部を

設置していない場合は、設置に関する検討等） 



 ・情報収集および情報提供（行政等との連携により相互に情報交換を欠かさぬように） 

 ・災害規模に応じ、活動可能な会員をもって活動方針にもとづき支援活動を実施する 

 ・行政機関からの要請に基づき、活動可能な会員をもって現地支援活動を実施する 

 ・状況に応じ、自主的な派遣活動も行う（行政機関の同意のもとに） 

 ・本協会への報告 

 

【1か月～３か月】 

 ・支援活動の継続 

 ・状況に応じ、活動の収束（平常活動への戻し）を検討・実施 

 ・長期対策および支援協力（長期的生活支援・PTSD対策等） 

 ・活動報告（慰労と支部内での活動シェアリング） 

 

２． 他地域災害 

 ・現地情報を集める（※被災地に負担をかけぬように本部を介す） 

 ・支部災害対策委員会を開く（※特に近隣支部の場合は早急に開く） 

 ・隣接支部などの場合は、地元支部の了承・連携のもと、状況に応じ災害対策委員等を

派遣し（※地元の負担にならぬように）、支援活動方針を立てておく 

 ・活動可能な会員を把握・調整し支援活動チームを組織する 

 ・「間に合っているので人材は不要です」と言われた場合は本協会の指示を待つ 

 ・ボランティア保険等の対応 

 

３． 平常時活動 

 平常時の研修（人材育成） 

  「震災関連研修会」 

  「派遣隊向けの支援技術研修」（一般住民対策と精神障害者支援の両方） 

  「長期的な地域精神保健福祉対策に関する研修」（PTSDなどストレス障害、長期的な

精神障害者生活支援等） 

 

 

 

 

 



■支援内容 

短期戦対策 

１． 一般市民を対象とする「こころの健康問題に対する応急処置」的な対応 

・現実的な災害救助や支援等 

  ・被災住民の生活ニーズの把握 

  ・自治体の実施する「こころのケアチーム」等への協力（窓口相談、アウトリーチの

両方） 

  ・自治体職員等の支援者メンタルヘルスに関するサポート 

 

２． 精神障害者を中心とする当事者支援の実施 

・支部内の精神障害者の支援機関と連携し、当事者支援を実施する 

・支援者支援の実施（片付け等雑用も含む） 

・支部内の状況把握→行政機関との相互情報交換 

・被災地の各医療機関において：通院患者への支援 

・被災地の各施設等において：利用者への支援（場合により利用経験者も） 

・被災地の相談支援事業所において：管内の精神障害者（所属先無しの者）への支援 

（上記支援は、保健所や滋賀県精神保健福祉センター等行政機関との連携のもと実施） 

 

 

長期戦対策 

  ・長期的な生活支援対策（いわゆる一般住民も含む） 

  ・PTSD等の長期的なストレス障害への対策 

  ・支援者メンタルヘルス対策 

   ※日本精神保健福祉士協会 災害支援ガイドラインを参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


