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■事業所の概要

開設年

開設主体

併設施設

2022年（令和4年）

株式会社プレシジョンケア

ケアプランセンタ-○○○

経管栄養の人数 0人

事業所の概要

常食の人数 16人

嚥下食の人数 4人

５０歳以下の女性職員数 5人

8人

20人

１日あたりの平均勤務者数

利用定員

総職員数

5人



１．総論

１-１．総論

（１）基本方針

本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。

（２）推進体制

平常時の災害対策の推進体制を記載する。

（３）災害情報の把握

内容

役割 役職 担当者

責任者 事業所長 山田　太郎

人命の安全確保：利用者および事業所職員、関係者（取引先・来訪者）の人命の確保を最優先に行う。①

②
職員の安全確保：災害時の職員の安全の確保に関して、本BCPで検討することにより職員の安全・安心

や法人への帰属意識向上に繋げる。

③ 被災時には、地域住民、行政、関連機関などと連携し、地域の被害の復旧に貢献する。

副責任者 介護主任 山田　花子

介護・看護担当 看護師 渋谷　次郎

地域・家族連絡担当 生活相談員 渋谷　花子

設備・物資担当 事務 渋谷　太郎

厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/index.html

食料担当 生活相談員 渋谷　花子

災害情報収集先 URLなど

災害用伝言ダイヤル(NTT東日本) https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/

災害用伝言ダイヤル(NTT西日本) https://www.ntt-west.co.jp/dengon/

東京都ホームページ https://www.metro.tokyo.lg.jp/

○○区ホームページ https://www.city.xxxxxx.lg.jp/
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１-２．リスクの把握（１）ハザードマップの確認

災害リスク

内容

洪水

洪水によって想定される浸水深：0.5m ～ 3.0m(想定最大規模)

災害リスク 土砂災害

内容 リスクの想定なし
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１-３．リスクの把握（１）ハザードマップの確認

災害リスク

内容

高潮

リスクの想定なし

災害リスク 津波

内容 リスクの想定なし
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１-4．リスクの把握（２）被害と復旧想定【東京都_首都直下型地震】

【自治体公表の被害想定】

●被害と復旧想定

電力

上水道

下水道

ガス

通信

鉄道

道路

●自施設で想定される影響

当日 1日後 2日後 3日後 4日後 5日後 6日後 7日後 8日後

電力 停電 停電 停電

水道 断水 断水 断水

トイレ 利用停止 利用停止 利用停止 利用停止 利用停止 利用停止 利用停止

ガス 停止 停止 停止 停止 停止 停止 停止

通信 停止 停止 停止 停止 停止 停止 停止

道路 通行支障 通行支障 通行支障 通行支障 通行支障 通行支障 通行支障

音声通話やパケット通信の利用に支障が出る。メール、SNS等の大幅な遅配等が発生。携

帯基地局電源の枯渇により不通となる。発災1週間後より、徐々に通信が回復。

点検や被災等で、JR、私鉄、地下鉄が運行停止。道路寸断や、交通規制、渋滞等により、

バス等の代替交通による移動も困難。概ね発災1週間後から、復旧完了区間から順次運行が

再開するが、多くの区間で運行停止が継続。橋脚などの大規模被害や線路閉塞、車両脱線

等が発生した場合、復旧まで1ヵ月以上の期間が必要となる可能性がある。

橋梁等の被害、沿道建物や電柱等の倒壊、道路沿線での延焼火災、液状化に伴う段差、ト

ンネルの天井落下等の被害が発生し、至る所で道路寸断が発生。停電に伴う信号機等の滅

灯により、交通事故や渋滞が多発。ガソリンスタンドは当面給油不能か長蛇の列となる。

発災1週間後より主要路線で段階的に交通規制が解除。生活道路等において、道路管理者や

周辺住民によって道路啓開が徐々に進展。

本計画では東京都の被害想定に基づき、近い将来起こる可能性の高い首都直下型地震（マグニチュード7.3）を
想定し、事業所および事業所周辺の被害を以下の通り想定する。

停電が発生、もしくは計画停電が実施される可能性が高い。発災3日後からは徐々に復旧が

予想されるが、発電所の停止や電力供給量が不足する場合は、計画停電が継続する可能性

がある。

断水が発生。災害3日後から限定的に復旧。災害1週間後から、断水・濁水は段階的に解消

されるが、浄水施設等の被災による断水は継続。

下水利用が制限。排水管等の修理が終了するまで、水道供給が再開してもトイレが利用不

可。発災3日後も下水利用が困難な状況が継続する可能性があり、1ヵ月程度かかり、利用

制限が解消される。

安全装置が作動し、広域的に供給が停止。概ね発災1週間後から、安全点検の終了や管路の

復旧により、順次供給が再開。

徐々に復旧

徐々に復旧

段階的に復旧

限定的に復旧

徐々に復旧

徐々に復旧
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１-５．優先して行う業務

30％(発災後24時間) 50％(発災後3日) 80％(発災後7日) 90%(発災後21日)

生命・安全を守るた

めに必要最低限の

サービスを提供

食事、排泄を中心

その他は休止

または減

一部休止のままだが

通常の形に近づける
ほぼ通常通り

徒歩出勤可能者で対

応、職員は施設泊

電気復旧

被災者出勤不可

道路仮復旧

応援者の支援あり

水道復旧

一部を除く職員出勤

食事 災害時メニュー 災害時メニュー
炊き出し、光熱水復旧

の範囲で調理

炊き出し、光熱水復旧

範囲で調理

排泄
紙おむつ、携帯トイレ

を使用

紙おむつ、携帯トイレ

を使用
通常に近い形態で ほぼ通常通り

医療的ケア 必要最低限 優先度をつけて実施 優先度をつけて実施 ほぼ通常通り

インフラ対策

発電気用燃料確保

発電気の点検

飲料水,生活用水確保

その他物資の調達

飲料水,生活用水確保そ

の他物資の調達

修理の依頼

飲料水,生活用水確保

その他物資の調達

修理の依頼

その他物資の調達

修理の依頼

人員対策

施設内、法人内応援者

の手配

行政等への応援要請

給食,清掃,洗濯業務の見

直し

出勤者の確保、シフト

調整

応援者の受入、教育

法人内の玉突き支援

行政等への応援要請

法人内の玉突き支援

行政等への情報提供

給食, 清掃, 洗濯業務

の再開

職員の復帰に合わせ

応援者の縮小

法人内の正常化

行政等への情報提供

給食,清掃,洗濯業務

の正常化

入浴 休止 休止 休止
光熱水の復旧をみて再

開

洗顔 休止 必要者に清拭 適宜清拭 ほぼ通常通り

口腔ケア 休止 休止 適宜実施 ほぼ通常通り

清掃 感染対策のみ 感染対策のみ 感染対策以外も再開 ほぼ通常通り

洗濯 休止 休止 必要最低限 ほぼ通常通り

機能訓練 休止 休止 必要最低限 ほぼ通常通り

休止業務 上記以外

事務管理業務

研修･教育･委員会

レクリエーション

休止 休止
縮小

(実施回数の制限)

縮小

(実施回数の制限)

業務の基本方針 出勤率

分類名称 定義 業務

追加業務

削減業務

規模、頻度

を減らすこ

とが可能な

業務

継続業務
優先的に継

続する業務
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（１）研修・訓練の実施

研修・訓練 内容 担当者 対象者 時期等

入職時研修
BCPの概念や必要性、感染症に関する情報を説明

する。
管理者 初任者 入職時

BCP研修
BCPの内容を説明し、理解・浸透を図る。

最新の感染症に関する情報を共有する。

感染症対策

委員会
全ての職員 6月

BCP外部研修
指定権者または市区町村がBCPに関わる研修を実

施する場合は、積極的な参加を検討する。
外部講師

役職者

および希望者
未定

机上訓練

机上訓練シナリオを用いて感染者発生時のシミュ

レーションを行う。

＊厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染者発生シミュ

レーション～を活用

感染症対策

委員会
全ての職員 10月

実地訓練

感染者の発生を想定し、BCPに基づき、役割分

担、実施手順、人員の代替え、物資調達の方法の

確認などの実地訓練を実施する。

感染症対策

委員会

BCPメンバー

役職者

リーダー

11月

（２）ＢＣＰの検証・見直し

ＢＣＰは、年に２回実施する訓練の後に、感染対策委員会で協議し、見直しを行う。

・ＢＣＰに関連した最新の動向を把握し、ＢＣＰを見直す。

・教育を通じて得た疑問点や改善すべき点についてＢＣＰを見直す。

・訓練の実施により判明した新たな課題と、その解決策をＢＣＰに反映させる。
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２．平常時の対応

２-１．利用者の安全と管理

（１）平時からの対応

（２）災害が予想される場合の対応

臨時休業・サービス提供時間短縮の判断基準

（３）被災時の対応の検討

（４）サービス提供中に被災した場合についての検討

台風等、事前に甚大な被害が予想される場合は、以下の基準に基づき当時の通所サービスの休止や時間の短縮を

する場合がある。

サービス提供中に被災した場合に備えて、利用者家族や病院等への複数の緊急連絡先や連絡手段（固定電話、携

帯電話、メール等）を把握しておく。また、居宅介護支援事業所を連携して、在宅の利用者に安否確認の方法等

をあらかじめ整理しておく。

利用者の安全確保を最優先に、状況を把握・検討し、利用者家族への連絡の状況を踏まえて、事業所にとどまる

か、帰宅を支援するかを検討する。

可能であれば利用者家族に迎え等の協力依頼をする可能性があることを、事前に説明しておく。

基準となるエリア

判断する時間

警報等の種類

東京都23区

利用前日の午後6時

特別警報、暴風・大雨警報

居宅介護支援事業所にも事前にその基準等を情報共有した上で、利用者やその家族にも事前に説明をしておく。

自然災害の影響で通所サービスの提供を長期間休止する場合は、必要に応じて居宅介護支援事業所と連携して、

他事業所の訪問介護サービスへ移行できるよう、平時から居宅介護支援事業所と連携、相談をしておく。
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２-２．職員の安全と管理

（１）指示命令系統の明確化

（２）緊急連絡（安否確認）の方法

（３）職員のシフト調整で生じる問題の想定と対応策

①出勤状況の想定

②出勤可能者の割合の想定

③シフト調整の原則

（４）労務管理で生じる問題の想定と対応策

（５）労働災害で生じる問題の想定と対応策

・通常使用している安否確認システムもしくは社内SNSを使用する。

・通信ができない場合は、災害用伝言ダイヤル「１７１」で報告・確認をする。

安否確認の方法

・被災直後は、推進メンバーの責任者が指揮系統の判断を行う。

・責任者が不在の場合は、副責任者が代替者として行動する。

安否確認は以下の場合に実施

・超過勤務・長時間勤務・連日勤務の職員は都度確認し、配慮する。

・人員確保が必要な場合は、法人内で休止している事業から人員確保を検討する。

・人員確保が必要な場合は、関係団体や近隣事業所へ看護職員の応援依頼を検討する。

職員毎に災害時に出勤が可能かどうかを把握しておく。（表３災害時職員管理シート参照　＊巻末に添付）

出勤率 100% 30% 50%

・震度5以上の地震が起きた場合

・特別警報が出された場合（風水害）

・移動手段が断絶した場合（風水害・雪害等）

・責任者が必要と判断した場合

・安否報告するものが必要と判断した場合

80%

平常時 発災１日後 発災３日後 発災７日後

災害を理由に傷病、死亡した場合、労災保険による補償を行う。

状況

事業所命令で出勤できない場合の給与保障の内容

長時間労働になった場合

災害時に欠勤した場合

危険業務に対応した場合

事業所の人員基準が満たせなくなった場合

対応策

休業補償の対象とする。

別途、時間給で支払う。

夜間に至る場合は夜間労働の支払い対象とする。

規定の休日の対象とする。

危険手当の対象とする。

過去の災害では、人員基準が満たせなくなった場合で

も所在地域の事業指定の担当部署に相談することで、

事業運営が対応可能となった事例があったため相談す
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２-３．建物と設備の安全対策

■建物耐震確認

■地震対策

■風水害対策

窓

備蓄倉庫
水害リスクの高い場所の場合は、地面よりも高い場所に備蓄品

を保管し、ビニール袋で覆う

重要データ バックアップ、クラウド化

パソコン・端末関連
持ち運び可能なノートパソコンや端末については、避難時に持

ち出す

対象 対応策 備考

消火器の設備点検・

収納場所
年に1回点検

出入口
止水版・防止扉配備

土嚢調達場所の確認、設置

キャビネットや本棚
棚は転倒防止のため壁または天井に固定

積み上げ物の整理、収納

対象

躯体(柱、壁、床)

対応策

柱の補強、Ｘ型補強を行う

火災報知器の点検 年に1回点検

耐震マットの設置

転倒防止のため壁または天井に固定
金庫

備考

旧耐震基準設計で工事

が可能な場合

廊下、出入口のガラス飛散防止フィルムの貼り付け

パソコン
耐震マットの設置

重要データはバックアップ、クラウド化

鉄筋鉄骨コンクリート 2018年3月1日 新耐震 1

建物構造 建築年月日 耐震 階数

シャッター
シャッターがある場合は、風水害が予想される場合はシャッ

ターを閉じる

事業所周辺 側溝や排水溝の掃除

排水口逆流防止
トイレ、流し等の排水口にビニール袋に水を入れた水嚢を設置

する
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２-４．電気・ガス停止時の対応

■電気停止時の対応

■非常用発電機

〇

燃料 容量

軽油 145L

＜停電時の対応＞

■電気ガス情報

〇

なし 購入予定

メーカー・型番 稼働時間 設置場所

事業所での保有

発電機やポータブル電源がある場合は接続し稼働

電源の種類 内容

ガソリン等の燃料を利用して、必要な時に電気を生み出す機械。

燃料の備蓄が必要。
〇

本体に電気を充電しておき、必要な時に電源として使用すること

ができる。定期的な充電が必要。

YANMER・AP230D 8時間 屋上

発電機で稼働するもの 主な給油所

屋内消火栓、スプリンクラー、非常誘導灯
○○石油

東京都渋谷区X-X-XX

非常用発電機所有の有無

プロパンガス

（LPガス）

都市ガス

(天然ガス)
オール電化

パソコン

非常用発電機

ポータブル電源

設備 対応

照明 ランタン・懐中電灯で代用

エアコン冷房 窓開け・アイスノンで対応

エアコン暖房 毛布・湯たんぽを使用

あり
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（P11~P19は非公開）



２-１４．関係者リスト

対象 事前確認内容 会社名・業者等 連絡先

03-XXXX-XXX

mail@example.com

03-XXXX-XXX

mail@example.com

03-XXXX-XXX

mail@example.com

03-XXXX-XXX

mail@example.com

03-XXXX-XXX

mail@example.com

03-XXXX-XXX

mail@example.com

03-XXXX-XXX

mail@example.com

03-XXXX-XXX

mail@example.com

03-XXXX-XXX

mail@example.com

03-XXXX-XXX

mail@example.com

自治体
ご利用者/職員安否

避難有無状況
渋谷区高齢者福祉課

建物管理
壁のヒビや安全確認

ガラス破損状況
プレシジョンケア工務店

給食仕入れ先 備蓄残量、必要量の確認 プレシジョンケア給食

ガス/エコ給湯停止が

施設全体か部分的か確認
プレシジョンケアガス

備品調達先 在庫量確認、必要品の確認 プレシジョンケア食品会社

ガソリンスタンド
必要エネルギーと量の確認

(ガソリン、軽油、灯油など)

プレシジョンケア

ガソリンスタンド

エレベーター管理 通電/稼働有無確認
プレシジョンケア

ビルテクノサービス

システム/

インターネット
作動状況確認 プレシジョンケシステムズ

水道 地域断水か施設内か確認 プレシジョンケア水道局

電気 地域停電か施設内か確認 プレシジョンケア電力

ガス/エコ給湯
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２-１５．利用者の対応

■利用者に関して生じる問題の想定と対応策

■災害時の訪問看護サービスの取り扱いの説明

■被災後の新規利用者の獲得のための対応策

事業所の人員基準が満たせなくなった場合

過去の災害時には、人員基準が満たせなくなった場合でも、

所在地域の事業指定の担当部署に相談することで、事業運営

が可能となった事例があるため、相談する。

利用者に平常時と同様にサービス提供ができなくなる可能

性
契約時や契約書において、事前に説明しておく。

時間経過によって、利用者の所在が変化する可能性 経時的に利用者の状況を把握をする必要がある。

利用者の減少の可能性 経時的に利用者の把握をする必要がある。

状況 対応策

利用者の安否確認ができない可能性

安否確認方法が煩雑になる可能性

サービス関係者が重複して行う可能性

利用者が自力で生活する必要がある

事前に利用者ごとに取り決めを話し合っておく。

自立して生活できる仕組みの調整、近隣の地域住民等への協

力の依頼、福祉避難所などへの入所の可能性を検討してお

く。

・社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、業務の遂行が難しい場合は、日程、時

間の調整をさせて頂く場合がある。

・社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、業務の遂行が遅延、もしくは、不能に

なった場合、それによる損害賠償責任を負わないものとする。

説明内容

新規利用者受け入れ元

新規利用者受け入れの判断基準

・ケアマネジャーへの報告、連絡

利用者の安否確認、サービス継続の有無を確認し、利用者数の把握をする。

自事業所の職員の安全の確保ができた上で、勤務可能な職員数と現利用者数を加味し、新規受け入れの検討をする。
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３．緊急時の対応

３-１．BCP発動基準

■BCP発動＆解除基準

対象災害 条件

■発令者

■段階的に発表される防災気象情報と対応する行動

内容

発動

解除

地震

当該地区に震度5強以上で停電等インフラに問題が発生した場合

震度5弱以下で責任者又は準ずる者が必要と判断した場合

建物に異常が無く、インフラ復旧し、出勤率90％以上の場合

責任者又は準ずる者が判断した場合

事業所長　山田　太郎 介護主任　山田　花子 生活相談員　渋谷　花子

台風/大雨

発動

当該地区に警戒レベル3が発令された場合

大型台風の直撃等によりインフラの停止が見込まれ、責任者又は準ずる者が必要と判断し

た場合

解除
警戒警報が解除され、インフラ復旧し、出勤率90％以上の場合

責任者又は準ずる者が判断した場合

優先① 優先② 優先③

発令者 代替者１ 代替者２
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３-２．避難場所

■事業所外避難場所

①

②

■震度階級と予想される被害

○○小学校

○○中央公園

対応方法

・建物倒壊及び内部の安全性確保が難しい場合、避難場所とする。

・歩行可能な利用者については声掛け、付き添い歩行にて誘導を行う。

・車椅子、ストレッチャー利用者の場合、介助を行う。

・ADLを考慮し、順番に送迎車、職員用車両にて搬送する。

避難場所
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（P24～P26は非公開）



３-６．災害時対応体制

■対応体制と各班の役割

役割 内容 役職
担当者

連絡先

山田　太郎

090-XXXX-XXXX

山田　花子

090-XXXX-XXXX

渋谷　太郎

090-XXXX-XXXX

渋谷　花子

090-XXXX-XXXX

渋谷　次郎

090-XXXX-XXXX

渋谷　花子

090-XXXX-XXXX

責任者

(災害対策本部長)

BCP発動判断、対策本部組織の統括。

緊急対応に関する意思決定を行う。

重要業務についての継続方針、縮小方針の立案。

各班の稼働調整、コーディネート。

事業所長

副責任者
責任者の補佐。災害応急対策の実施全般について責

任者の次に指揮を行う。
介護主任

設備・物資班

発電機運転、施設内設備(エレベーター、空調な

ど)、ライフラインの被災状況を確認する。備蓄資材

の確認、管理。

自治体等からの給水等支援物資の調達。

事務

地域・家族連絡班

利用者家族、職員への連絡、情報提供、発信を行

う。家族への連絡は地域連絡班が中心となり、他ス

タッフとも協力し、手分けして効率よく行う。

生活相談員

食料班

備蓄を活用し、利用者、職員への食事提供を行う。

備蓄食料品の管理、所要調達食材について設備・物

資班へ情報共有。

生活相談員

介護・看護班

参集スタッフの管理、災害時シフトを組む。

利用者のケアなどを行う。

利用者・職員の健康管理。

備蓄品(医療機器・医薬品)の管理。

看護師
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３-７．災害時対応体制フロー

必要に応じて

自然災害発生

震度5以下の地震が発生

警戒レベル2が発令

震度5強以上の地震が発生

警戒レベル3以上が発令

責任者参集・初動対応

BCP発動

勤務中職員

各班の指示に従い行動をとる。

指示があるまでは、利用者とともに一時避難。

安全確認や健康チェックを行う。

勤務外職員

自身と家族の安全確保。

緊急招集に備える。

災害対策本部設置

責任者

副責任者

山田　太郎

山田　花子

事務 生活相談員 生活相談員看護師

渋谷　花子渋谷　次郎渋谷　花子渋谷　太郎

食料班介護・看護班地域連絡班設備・物資班
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（P29～P32は非公開）



３-１２．重要業務の継続

経過 発災直後
発災後

６時間

発災後

１日

発災後

３日

発災後

７日

発災後

１カ月

出勤率 出勤率3% 出勤率20% 出勤率30% 出勤率50% 出勤率80% 出勤率100％

在庫量 在庫100% 在庫90% 在庫70% 在庫20% 在庫70％ 在庫量90％

ライフライン 水道復旧

業務基準
職員・利用者の

安全確認のみ

安全と生命を

守るための

必要最低限

食事、排泄中心

その他は休止

もしくは縮小

食事、排泄中心

その他は休止

もしくは縮小

一部休止、

減とするが

通常に近づける

ほぼ通常通り

食事提供 休止

残っている食料で調

理が不要なものか

ら提供開始

災害時メニュー

（備蓄食料）

の提供

災害時メニュー

（備蓄食料）

の提供

調達できた食材や

配給で炊き出し、

光熱水復旧の範囲

で調理

調達できた食材や

配給で炊き出し、

光熱水復旧の範囲

で調理

食事介助 休止

優先度の高い

利用者から介助

（経管栄養など）

必要な利用者に

介助

必要な利用者に

介助

必要な利用者に

介助
ほぼ通常通り

水分補給
体制が

整うまで休止

飲用水準備

必要な利用者に

介助

飲用水準備

必要な利用者に

介助

飲用水準備

必要な利用者に

介助

給水車などからの配

給

ほぼ通常どおり

ほぼ通常通り

排泄
紙おむつ、

携帯トイレを使用

紙おむつ、

携帯トイレを使用

紙おむつ、

携帯トイレを使用

紙おむつ、

携帯トイレを使用
通常に近い形態で ほぼ通常通り

口腔ケア 休止 休止 休止 休止 適宜実施 ほぼ通常通り

清潔ケア 休止 適宜清拭 適宜清拭 適宜清拭 適宜清拭
光熱水の復旧状況

をみて再開

光熱水停止 電気復旧
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３-１３．職員の管理

■休憩・宿泊場所

■勤務シフト

・職員参集状況、安否確認回答をもとに、出勤可能者を把握し、応急的にシフトを作成する。

・震災発生後は、職員が長期間帰宅できず、長時間勤務となる可能性がある。なるべく職員の体調および負担の軽減

に配慮し、勤務体制を組む。

休憩場所 宿泊場所

事務所 面談ルーム
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３-１４．復旧対応

■被災後の安全確認

■事業所が使用不可の場合

■建物・設備の被害状況点検

■情報発信（関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応）

風評被害を招く恐れもあるため、責任者の指示を確認し一元的に丁寧な対応や説明を行う。

①速やかに障害物の除去等被災後の片付けを行い、必要に応じ応急処理や危険個所への立ち入り禁止措置などを講じ

る。

②建物に異常が認められる場合は、専門家による応急危険度調査等を実施、安全性の確認を行う(建物の傾斜など)。

③浸水等により事業所内が汚染された場合には、清掃に加え防疫薬剤の散布など衛生管理上必要な措置を講じる。

④電気、ガス、水道等のインフラ整備の機能、安全性を確認する。特に電気系統の設備に浸水被害があった場合に

は、専門業者による点検で安全が確認されるまでは、通電作業を行わない。

①利用者の家族等で被災を免れた者がいる場合、状況を説明して、家族等へ引き継ぐ。

②利用者の家族等も被災している場合、他の社会福祉施設等で受け入れてもらえるよう依頼する。

①周囲の安全が確保されてから、破損や被害のあった箇所の点検を行う。

②被害のあった箇所は写真を撮り、記録しておく。

③建物・設備被害点検シートに記録をする。＜表４ 建物・設備被害点検シート ＊巻末に添付＞

④必要な業者と連携、連絡をとる＜関係者リスト参照＞
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４．地域・他組織との連携

４-１．地域連携

■職能団体等の役割の確認とネットワークづくり

■利用者をめぐる関係者の役割の確認とネットワークづくり

■緊急時にネットワークを生かした対応

■受援体制の整備

■地域への災害支援

・災害時の個別支援計画を作成し、行政・関係事業所等と連携体制を確認する。

・居宅サービス計画書への記載、サービス担当者会議で関係事業所と連携体制を確認する。

・行政機関や地域の事業所部会、職能団体が災害時にどのような役割を担うか、また災害時にどのような方針で対応

するかを平時に確認し、近隣の訪問看護や他職種の事業所等ともネットワークを構築しておく。

・地域住民に対する支援

・福祉避難所への支援（事業所近隣の福祉避難所を把握し開設者の確認をしておく）

・地域の避難所への支援

・他事業所への支援

・行政機関への支援

・地域全体で作成されるBCPの発動状況の確認

・行政・訪問看護ネットワーク・多職種ネットワーク等の情報共有と情報発信

・自事業所としての活動の確認

ボランティア／DMAT・日赤等医療従事者／近隣事業所／都道府県・個人・支援団体などの視点／

支援物資受け入れ　等

受援の種類

受援・協力例

・災害時の支援体制で、日頃から連携体制を組み互助を意識することで、緊急時に支援を自ら発信する体制を構築

し、支援を受けやすい体制を整備する。

・補助金等の申請の補助代行業務等を協力して行う。
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４-２．他組織との連携

■他事業所や他機関との連携状況

【連携関係のある事業所や施設】　

【連携関係のある医療機関】　

【連携関係のある社協・行政・自治会等】　

協定

あり

口頭合意のみ

締結予定

協定

あり

あり

なし

協定社協・行政・自治会名 連絡先 連携内容

渋谷区高齢者福祉課
地域連携

情報提供
03-XXXX-XXXX

03-XXXX-XXXX

プレシジョンケア横浜病院
協力医療機関

被災者受け入れ等
045-XXXX-XXXX

プレシジョンケア記念病院
協力医療機関

被災者受け入れ等

医療機関名 連絡先 連携内容

介護老人福祉施設

プレシジョンケア南本宿
物資および人員の協力03-XXXX-XXXX

介護老人福祉施設

プレシジョンケア桜ヶ丘
物資および人員の協力47-XXXX-XXXX

事業所・施設名 連絡先 連携内容

介護老人福祉施設

プレシジョンケア神奈川
045-XXXX-XXXX 物資および人員の協力
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４-３．地域貢献

■福祉避難所の運営

登録あり 〇 登録なし

連絡先

備考

5人

区本部からの要請があった場合

受け入れ場所

福祉避難所指定

03-XXXX-XXXX

受け入れ人数

自治体・窓口 渋谷区高齢者福祉課

デイサービスフロア
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表１　施設内安否確認シート（利用者）

利用者氏名 安否状況 容態・状況

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明



表２　施設内安否確認シート（職員）

職員氏名 安否状況 容態・状況

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明

無事・負傷・死亡・不明



表３ 災害時職員管理シート

氏　名 連絡先 事前の状況 安否状況 出勤可否

住所

電話番号

平常時に記載 発災時に使用

山田　太郎
例）未就学児がおり、保育園休

園等の場合、出勤困難

無事・負傷

死亡・不明

すぐに可能・翌日

3日後・7日後

すぐに可能・翌日

3日後・7日後

無事・負傷

死亡・不明

無事・負傷

死亡・不明

すぐに可能・翌日

3日後・7日後

無事・負傷

死亡・不明

すぐに可能・翌日

3日後・7日後

無事・負傷

死亡・不明

すぐに可能・翌日

3日後・7日後

無事・負傷

死亡・不明

すぐに可能・翌日

3日後・7日後

無事・負傷

死亡・不明

すぐに可能・翌日

3日後・7日後

無事・負傷

死亡・不明

すぐに可能・翌日

3日後・7日後

無事・負傷

死亡・不明

すぐに可能・翌日

3日後・7日後

無事・負傷

死亡・不明

すぐに可能・翌日

3日後・7日後

無事・負傷

死亡・不明

すぐに可能・翌日

3日後・7日後

無事・負傷

死亡・不明

すぐに可能・翌日

3日後・7日後

無事・負傷

死亡・不明

すぐに可能・翌日

3日後・7日後

無事・負傷

死亡・不明

すぐに可能・翌日

3日後・7日後



表４ 建物・設備被害点検シート

状況（いずれかに○） 対応事項/特記事項

躯体被害 重大／軽微／問題なし

窓ガラス 破損・飛散／破損なし

出入口ドア 破損・変形あり／被害なし

天井 落下あり／被害なし

床面 破損あり／被害なし

壁面 破損あり／被害なし

照明 破損・落下あり／被害なし

電気 通電／不通

水道 利用可能／利用不可

ガス 利用可能／利用不可

電話 通話可能／通話不可

インターネット 利用可能／利用不可

対象

建

物

・

設

備

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン
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