


















図６．合同災害対策訓練の実施状況の比較 

 

 

図７．他の機関との連携状況（定期的な協議の実施）の比較 

 
 

図８．他の機関との連携状況（不定期的な協議の実施）の比較 

 



 

 

 

参考資料１ 

 

400 病院歯科対象 

「大規模災害時における歯科保健医療体制の現状に関するアンケート調査」 

送付先一覧 

 



番号 病院名 番号 病院名 番号 病院名 番号 病院名

1 旭川医科大学病院 101 国立国際医療センター 201 市立甲府病院 301 奈良県立医科大学附属病院

2 旭川赤十字病院 102 済生会中央病院 202 厚生連佐久総合病院 302 近畿大学医学部奈良病院

3 王子総合病院 103 災害医療センター 203 昭和伊南総合病院 303 橋本市民病院

4 札幌医科大学　附属病院 104 慈恵医大第三病院 204 松本歯科大学病院 304 新宮市立医療センター

5 市立釧路総合病院 105 慈恵医大附属病院 205 信州大学　医学部附属病院 305 南和歌山医療センター

6 市立札幌病院 106 社会保険中央総合病院 206 長野赤十字病院 306 日本赤十字社和歌山医療センター

7 市立函館病院 107 順天堂大学　医学部附属順天堂医院 207 特定・特別医療法人慈泉会　相澤病院 307 和歌山県立医科大学　附属病院

8 手稲渓仁会病院 108 昭和大学歯科病院 208 独立行政法人国立病院機構　長野病院 308 鳥取県立中央病院

9 日鋼記念病院 109 昭和大学病院 209 飯田市立病院 309 鳥取赤十字病院

10 北海道医療大学歯学部 110 聖路加国際病院 210 岐阜県総合医療センター 310 鳥取大学医学部付属病院

11 北海道大学病院 歯科診療センター 111 西新井病院 211 岐阜大学　医学部附属病院 311 隠岐病院

12 むつ総合病院 112 青梅市立総合病院 212 県立多治見病院 312 益田赤十字病院

13 弘前大学医学部附属病院 113 多摩南部地域病院 213 高山赤十字病院 313 松江市立病院

14 国立弘前病院 114 多摩北部医療センター 214 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 314 松江赤十字病院

15 青森県立中央病院 115 大久保病院 215 総合病院 中津川市民病院 315 島根県立中央病院

16 青森市民病院 116 町田市民病院 216 大垣市民病院 316 島根大学　医学部附属病院

17 八戸市立市民病院 117 帝京大学附属病院 217 朝日大学歯科臨床研究所附属歯科診療所 317 岡山大学歯学部附属病院

18 岩手県立中央病院 118 都立駒込病院 218 朝日大学歯学部附属村上記念病院 318 国立病院機構岡山医療センター

19 岩手医科大学歯学部附属病院 119 都立広尾病院 219 朝日大学病院 319 川崎医科大学　附属川崎病院

20 岩手医科大学付属病院歯科医療センター 120 都立松沢病院 220 掛川市立総合病院 320 川崎医科大学　附属病院

21 岩手県立久慈病院 121 都立大塚病院 221 県西部浜松医療センター 321 倉敷中央病院

22 県立磐井病院 122 都立府中病院 222 市立島田市民病院 322 総合病院岡山赤十字病院

23 気仙沼市立病院 123 都立墨東病院 223 沼津市立病院 323 津山中央病院

24 国立病院機構仙台医療センター 124 東海大学　医学部付属八王子病院 224 焼津市立総合病院 324 ＪＡ広島総合病院

25 仙台市立病院 125 東京医科歯科大学歯学部病院 225 静岡県立総合病院 325 ＪＡ尾道総合病院

26 仙台赤十字病院 126 東京医科大学　八王子医療センター 226 静岡済生会総合病院 326 興生総合病院

27 大崎市民病院 127 東京医科大学病院 227 静岡市立清水病院 327 県立広島病院

28 東北厚生年金病院 128 東京医療センター 228 袋井市立袋井市民病院 328 呉医療センター

29 東北大学歯学部附属病院 129 東京警察病院 229 磐田市立総合病院 329 広島市民病院

30 東北労災病院 130 東京歯科大学水道橋病院 230 浜松医科大学　医学部附属病院 330 広島市立安佐市民病院

31 秋田大学　医学部附属病院 131 東京慈恵会医科大学　附属第三病院 231 富士市立中央病院 331 広島赤十字・原爆病院

32 仙北組合総合病院 132 東京慈恵会医科大学　附属病院 232 トヨタ記念病院 332 広島大学病院歯科診療部門

33 大館市立総合病院 133 東京女子医科大学　東医療センター 233 名古屋市立大学病院 333 市立三次中央病院

34 平鹿総合病院 134 東京女子医大病院 234 愛知医科大学病院 334 中国労災病院

35 北秋中央病院 135 東京大学病院 235 愛知学院大学歯学部附属病院 335 日本鋼管福山病院

36 由利組合総合病院 136 東邦大学大森病院 236 愛知県厚生連海南病院 336 下関市立中央病院

37 雄勝中央病院 137 日大附属板橋病院 237 愛知県済生会病院 337 下関市立豊浦病院

38 公立置賜総合病院 138 日本歯科大学歯学部附属病院 238 愛知県立循環器呼吸器病センター 338 下関総合病院

39 山形県立中央病院 139 日本大学　医学部附属板橋病院 239 一宮市立市民病院 339 関門医療センター

40 山形県立日本海病院 140 日本大学歯学部付属歯科病院 240 岡崎市民病院 340 三田尻病院

41 山形市立病院済生館 141 博慈会記念総合病院 241 加茂病院 341 山口県立総合医療センター

42 山形大学　医学部附属病院 142 八王子医療センター 242 刈谷豊田総合病院 342 山口赤十字病院

43 鶴岡市立荘内病院 143 武蔵野赤十字病院 243 社会保険中京病院 343 山口大学医学部付属病院

44 奥羽大学歯学部附属病院 144 けいゆう病院 244 小牧市民病院 344 徳山中央病院

45 会津中央病院 145 みなと赤十字病院 245 新城市民病院 345 徳島県立中央病院

46 県立医科大学附属病院 146 横須賀共済病院 246 総合大雄会病院 346 徳島大学病院歯科診療部門

47 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 147 横須賀市立市民病院 247 中部労災病院 347 香川県立中央病院

48 福島県立医科大学 附属病院 148 横浜市大附属病院 248 津島市民病院 348 香川大学 医学部附属病院48 福島県立医科大学　附属病院 148 横浜市大附属病院 248 津島市民病院 348 香川大学　医学部附属病院

49 鹿島労災病院 149 横浜市東部病院 249 藤田保健衛生大学　病院 349 高松赤十字病院

50 取手協同病院 150 横浜市立市民病院 250 半田市立半田病院 350 三豊総合病院

51 水戸医療センター 151 横浜市立大学　附属市民総合医療センター 251 豊橋医療センター 351 愛媛県立中央病院

52 水戸済生会総合病院 152 横浜市立大学　附属病院 252 豊橋市民病院 352 愛媛大学　医学部附属病院

53 筑波大学　附属病院 153 横浜南共済病院 253 豊川市民病院 353 国立大学法人　愛媛大学医学部附属病院

54 東京医科大学　霞ヶ浦病院 154 横浜労災病院 254 名古屋医療センター 354 市立宇和島病院

55 日製日立総合病院 155 関東労災病院 255 名古屋市立大学病院 355 市立八幡浜総合病院

56 ＮＨＯ栃木病院 156 国立病院機構横浜医療センター 256 名古屋市立東市民病院 356 松山赤十字病院

57 自治医科大学　附属病院 157 済生会横浜市南部病院 257 名古屋大学　医学部附属病院 357 高知医療センター

58 自治医科大学附属病院 158 昭和大学藤が丘病院 258 名古屋第一赤十字病院 358 高知大学　医学部附属病院

59 足利赤十字病院 159 神奈川県病院 259 名古屋第二赤十字病院 359 久留米大学　医学部附属病院

60 大田原赤十字病院 160 神奈川歯科大学附属病院 260 名古屋掖済会病院 360 九州医療センター

61 栃木県立がんセンター 161 川崎市立川崎病院 261 三重大学　医学部附属病院 361 九州歯科大学附属病院

62 芳賀赤十字病院 162 相模原協同病院 262 市立四日市病院 362 九州大学病院歯科部門

63 獨協医科大学　病院 163 鶴見大学歯学部附属病院 263 松阪市民病院 363 産業医科大学　病院

64 伊勢崎市民病院 164 東海大学医学部付属病院 264 松阪総合病院 364 聖マリア病院

65 医療法人社団日高会日高病院 165 藤沢市民病院 265 滋賀医科大学　医学部附属病院 365 田川市立病院

66 桐生厚生総合病院 166 北里大学　病院 266 草津総合病院 366 飯塚病院

67 群馬大学医学部附属病院 167 刈羽郡総合病院 267 大津市民病院 367 福岡歯科大学附属病院

68 公立富岡総合病院 168 県立新発田病院 268 大津赤十字病院 368 福岡赤十字病院

69 国立高崎病院 169 県立中央病院 269 長浜赤十字病院 369 福岡大学病院

70 前橋赤十字病院 170 県立六日町病院 270 彦根市立病院 370 北九州市立医療センター

71 富士重工業健康保険組合総合太田病院 171 厚生連糸魚川総合病院 271 京都医療センター 371 北九州市立八幡病院

72 埼玉医科大学　総合医療センター 172 厚生連村上総合病院 272 京都市立病院 372 和白病院

73 埼玉医科大学　病院 173 佐渡総合病院 273 京都大学　医学部附属病院 373 佐賀大学　医学部附属病院

74 自治医科大学付属さいたま医療センター 174 済生会三条病院 274 京都第一赤十字病院 374 唐津赤十字病院

75 川口市立医療センター 175 新潟市民病院 275 京都第二赤十字病院 375 黒部市民病院

76 防衛医科大学校病院 176 新潟大学医歯学総合病院 歯科 276 京都府立医科大学　附属病院 376 佐世保市立総合病院

77 明海大学歯学部歯科臨床研究所付属 177 長岡赤十字病院 277 公立南丹病院 377 長崎大学歯学部附属病院

78 明海大学歯学部附属明海大学病院 178 日本歯科大学新潟病院・歯科／医科病院 278 近畿大学　医学部附属病院 378 熊本赤十字病院

79 旭中央病院 179 高岡市民病院 279 市立泉佐野病院 379 熊本大学医学部附属病院

80 亀田総合病院 180 市立砺波総合病院 280 大阪医科大学　附属病院 380 国立病院機構　熊本医療センター

81 国保直営総合病院　君津中央病院 181 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 281 大阪医療センター 381 上天草総合病院

82 習志野病院 182 富山県立中央病院 282 大阪市立総合医療センター 382 人吉総合病院

83 成田赤十字病院 183 富山大学附属病院 283 大阪歯科大学附属病院 383 水俣市立総合医療センター

84 千葉県循環器病センター 184 富山病院 284 大阪赤十字病院 384 天草中央総合病院

85 千葉県立佐原病院 185 金沢医科大学病院 285 大阪大学歯学部附属病院 385 アルメイダ病院

86 千葉大学　医学部附属病院 186 金沢医療センター 286 大阪府済生会千里病院 386 国東市民病院

87 東京歯科大学市川総合病院 187 金沢大学　医学部附属病院 287 大阪府立急性期・総合医療センター 387 大分県済生会日田病院

88 東京歯科大学千葉病院 188 公立能登総合病院 288 中津病院 388 大分県立病院

89 日本医科大学　千葉北総病院 189 小松市民病院 289 東大阪市立総合病院 389 大分赤十字病院

90 日本大学松戸歯学部付属歯科病院 190 石川県立中央病院 290 公立八鹿病院 390 大分大学　医学部附属病院

91 ＮＴＴ東日本関東病院 191 公立小浜病院 291 神戸市立中央市民病院 391 宮崎大学医学部附属病院

92 あそか病院 192 市立敦賀病院 292 神戸大学　医学部附属病院 392 県立延岡病院

93 東京女子医大東医療センター 193 福井県済生会病院 293 西脇市立西脇病院 393 県立宮崎病院

94 杏林大学　医学部付属病院 194 福井県立病院 294 赤穂市民病院 394 鹿児島市立病院

95 荏原病院 195 福井赤十字病院 295 姫路赤十字病院 395 鹿児島大学歯学部附属病院

96 慶應義塾大学　病院 196 福井大学医学部附属病院 296 兵庫医科大学病院 396 浦添総合病院

97 佼成病院 197 巨摩共立病院 297 兵庫県病院 397 沖縄県立宮古病院

98 公立阿伎留医療センター 198 山梨県立中央病院 298 兵庫県立淡路病院 398 沖縄県立中部病院

99 公立昭和病院 199 山梨厚生病院 299 兵庫県立柏原病院 399 県立南部医療センター・こども医療センター

100 江東高齢者医療センター 200 山梨大学　医学部附属病院 300 宝塚市立病院 400 琉球大学　医学部附属病院



 

 

 

参考資料２ 

 

400 病院歯科対象 

「大規模災害時における歯科保健医療体制の現状に関するアンケート調査」 

アンケート内容 

 

 



1. 平時の体制 

1.1. 人的資源と設備の配置状況 

貴病院の歯科関係者と設備の普段の配置状況をお尋ねします。 

 

問１：貴病院に歯科医師は常時何人いますか（常勤、非常勤を含む）？ 

問２：貴病院に歯科衛生士は常時何人いますか（常勤、非常勤を含む）？ 

問３：貴病院に勤務する歯科技工士は常時何人いますか（常勤、非常勤を含む）？ 

問４：貴病院の外来に歯科のユニットは何台ありますか？ 

問５：貴病院では歯科の往診セットを何台所有していますか？ 

 

1.2. 日常外来の診療内容 

貴病院における日常外来の診療内容についてお尋ねします。 

 

問６：貴病院では摂食嚥下のリハビリテーションを歯科の外来で診察していますか？ 

問７：貴病院では在宅診療を歯科で行っていますか？ 

問８：歯科の 1 日平均の外来患者数は約何名ですか？ 

 

 

2. 災害に備えた体制づくり 

2.1. 災害時の院内の体制および救護体制 

貴病院歯科の救護体制の整備状況についてお尋ねします。 

 

問９：貴病院歯科では、術中や治療中に大規模災害が発生した場合の対応（治療の中断や患者の避難など）について、マニ

ュアルの整備はされていますか。 

問１０：病院の、大規模災害時における歯科保健医療の救護体制の整備状況はどうなっていますか？  

問１１：貴病院では、歯科保健医療の救護活動の体制はマニュアル化されていますか。 

問１２：貴病院の歯科保健医療の救護活動の体制に関するマニュアルには、どのような項目が含まれていま

すか。 

問１３：現在、貴病院で歯科保健医療に関する体制が整備されていない理由を選んで下さい。 

問１４：あなたは、災害時の歯科保健医療の体制整備に早急に取り組むべきだと思いますか？ 

問１５：貴病院が属する二次医療圏内で災害が発生した場合、歯科保健医療に関する救護活動の指示系統の

実質的な中心はどこが担うことになっているか把握していますか？ 

問１６：貴病院が属する二次医療圏内で災害が発生した場合、歯科保健医療に関する救護活動の指示系統の

実質的な中心はどこが担うことになっていますか？ 

問１７：貴病院には、貴病院が属する二次医療圏における歯科保健医療のニーズを把握するための巡回体制

はありますか。 

問１８：貴病院が属する二次医療圏内で、貴病院以外に歯科保健医療のニーズを把握するための巡回体制が

あるところを把握していますか？ 

問１９：貴病院には貴病院が属する二次医療圏において、歯科診療所の被災状況や回復状況を把握する体制

はありますか。 



問２０：貴病院が属する二次医療圏には、貴病院以外に歯科診療所の被災状況や回復状況を把握する体制は

地域にありますか？ 

問２１：貴病院では歯科診療用車両（歯科診療ユニットが備わっているもの）を確保していますか。 

問２２：貴病院のある二次医療圏において、貴病院以外に歯科診療用車両（ユニットが備わっているもの）

が確保されているところを把握していますか？ 

問２３：貴病院のある二次医療圏において、貴病院以外のどこに歯科診療用車両（ユニットが備わっている

もの）が確保されていますか？ 

問２４：貴病院が属する二次医療圏内で、災害時に支援される歯科医療機材・医薬品等を供給する中心的役

割は決まっていますか？ 

問２５：災害時に支援される歯科医療機材・医薬品等を供給する中心的役割はどこが担っていますか？  

問２６：貴病院には応急の義歯を作成するための機器がありますか。 

問２７：貴病院が属する二次医療圏内で、貴病院以外に応急の義歯を作成するための機器があるところを把

握していますか？ 

問２８：貴病院以外で応急の義歯を作成するための機器があるところはどこですか？ 

問２９：貴病院には応急の義歯を作成する際に必要な材料がありますか。 

問３０：貴病院以外で応急の義歯を作成する際に必要な材料があるところを把握していますか？ 

問３１：貴病院歯科では歯型鑑定を行う体制の整備がされていますか？ 

問３２：貴病院歯科で歯型鑑定を行う体制はマニュアル化されていますか。 

問３３：貴病院歯科で歯型鑑定システムが整備されていない理由は何ですか？ 

 

 

2.2. 資源の確保・有効利用 

災害発生時の資源の確保およびそれらを有効に活用するための体制についてお尋ねします。 

 

問３４：貴病院には、災害発生時、歯科保健医療に関わる人的資源（歯科関係者もしくは歯科医療機関に勤

める事務職）の確保に関する規定／協定（申し合わせ）はありますか。 

問３５：災害発生時、歯科保健医療に関わる人的資源の確保に関する規定／協定にはどのようなものがあり

ますか？ 

問３６：貴病院のある二次医療圏では、災害時に民間（NPO やボランティア等）から歯科医療ボランティアの

申し出があった場合の受け入れ窓口は決まっていますか？  

問３７：病院のある二次医療圏では、災害時に民間（NPO やボランティア等）から歯科医療ボランティアの申し

出があった場合の受け入れ窓口となるのはどこですか？  

問３８：貴病院には、災害時に避難所へ提供することを目的とした歯科医療・衛生用品の備蓄はありますか？ 

問３９：下記の口腔ケア用品・薬剤のうち、災害時に避難所へ提供することを目的とした備蓄があるものは

どれですか？ 

問４０：貴病院に、災害時に避難所へ提供することを目的とした歯科医療・衛生用品の備蓄がない理由は何

ですか？ 

問４１：貴病院以外で災害時に避難所へ提供することを目的とした歯科医療・衛生用品の備蓄のあるところ

を把握していますか？ 

問４２：貴病院以外で災害時に避難所へ提供することを目的とした歯科医療・衛生用品の備蓄のあるところ

は具体的にどこですか？ 

 

 



2.3. 災害時歯科保健医療の研修 

災害に関する歯科保健医療の研修の現状についてお尋ねします。 

 

問４３：貴病院のある二次医療圏では、病院を中心とした災害時歯科保健医療に関する研修を実施していま

すか。 

問４４：貴病院のある二次医療圏で実施されている病院を中心とした災害時歯科保健医療に関する研修は、

定期的に実施されていますか？ 

問４５：2006 年度には病院を中心とした災害時歯科保健医療に関する研修は何回実施されましたか？  

 

 

2.4. 他機関との連携 

他機関との連携の現状についてお尋ねします。 

 

問４６：貴病院歯科では、貴病院の二次医療圏にある他の歯科関係機関と合同の災害対策訓練を実施してい

ますか。 

問４７：貴病院の二次医療圏にある他の歯科関係機関で、合同訓練に参加している組織はどこですか？  

問４８：合同訓練を実施していない理由を選んで下さい。 

問４９：貴病院歯科は保健所と災害の備えに関する協議を行っていますか？ 

問５０：貴病院歯科は都道府県歯科医師会と災害の備えに関する協議を行っていますか？ 

問５１：貴病院歯科は都市区歯科医師会と災害の備えに関する協議を行っていますか？ 

問５２：貴病院歯科は消防署と災害の備えに関する協議を行っていますか？ 

問５３：貴病院歯科は自治体（県庁、市役所）と災害の備えに関する協議を行っていますか？  

問５４：問４９から問５３でお聞きした機関以外に、貴病院歯科が災害の備えに関する協議をこれまでに行ったこと

のある機関はありますか？ 

問５５：問４９から問５３でお聞きした機関以外に災害の備えに関する協議を行ったことがある機関の名称を具体的

にお書きください。 

問５６：災害発生時に、病院歯科はどのように地域に貢献できると思いますか？ 



 

 

 

 

参考資料３ 

 

４００病院歯科対象 

「大規模災害時における歯科口腔保健医療体制の整備状況実態調査」 

集計結果 

 



表１．病院歯科における震災発生時の診療マニュアルは整備されているか？

度数 パーセント

整備されている 89 46.4

整備の途中である 23 12.0

整備されていないが整備の予定はある 28 14.6

整備されていないし整備の予定もない 52 27.1

合計 192 100

表２．地域の歯科救護体制はマニュアル化されているか？

度数 パーセント

マニュアル化されている 19 29.7

マニュアル化されていない 38 59.4

把握していない 7 10.9

合計 64 100

表３．地域の歯科救護体制の指示系統の中心を把握しているか？

度数 パーセント

把握している 46 23.6

把握していない 149 76.4

合計 195 100

表４．地域のニーズを把握するための巡回体制はあるか？

度数 パーセント

ある 9 4.7

ない 119 61.7

わからない 65 33.7

合計 193 100

表５．他に地域のニーズを把握するための巡回体制があることを把握しているか？

合計

ある ない わからない

把握している 5 7 3 15

把握していない 4 111 61 176

合計 9 118 64 191

表６．地域の歯科診療所の被災状況や回復状況を把握するための巡回体制はあるか？

度数 パーセント

ある 16 8.2

ない 101 51.5

わからない 79 40.3

合計 196 100

表７．他に地域の歯科診療所の被災状況や回復状況を把握するための巡回体制があることを把握して

いるか？

合計

ある ない わからない

把握している 12 14 2 28

把握していない 2 37 1 40

分からない 2 50 76 128

合計 16 101 79 196

病院歯科に巡回体制はあるか？

ニーズ把握の巡回体制はあるか？



表８．機材・医薬品供給の中心的役割をどこが担うか決まっているか？

 度数 パーセント

決まっている 21 10.8

決まっていない 62 31.8

把握していない 112 57.4

合計 195 100

表９．応急義歯作成のための機器があるか？

度数 パーセント

ある 51 26.2

ない 144 73.8

合計 195 100

表１０．他に応急義歯作成のための機器があるところを把握しているか？

応急義歯の作成機器はあるか？ 合計

ある ない

把握している 7 6 13

把握していない 43 137 180

合計 50 143 193

表１１．応急義歯作成に使える材料を持っているか？

 度数 パーセント

ある 72 37.5

ない 120 62.5

合計 192 100

表１２．歯科医療・衛生用品の備蓄はあるか？

度数 パーセント

ある 7 3.6

ない 190 96.4

合計 197 100

表１３．他に歯科医療・衛生用品の備蓄があるところを把握しているか？

合計

ある ない

把握している 0 10 10

把握していない 4 179 183

合計 4 189 193

備蓄はあるか？



表１４．歯科診療用車両を確保しているか？

度数 パーセント

確保している 2 1.0

確保していない 193 99.0

合計 195 100

表１５．他に歯科診療用車両を確保しているところを把握しているか？

合計

確保している 確保していない

把握している 1 28 29

把握していない 1 165 166

合計 2 193 195

表１６．歯型鑑定の体制は整備されているか？

度数 パーセント

整備されている 23 11.8

整備されていない 150 76.9

分からない 22 11.3

合計 195 100

表１７．災害時歯科保健医療の研修を実施しているか？

度数 パーセント

実施している 6 3.1

実施していない 126 64.3

把握していない 64 32.7

合計 196 100

表１８．人的資源を確保するための規定/協定はあるか？

度数 パーセント

ある 31 15.8

ない 116 59.2

把握していない 49 25.0

合計 196 100

表１９．地域でボランティアの受け入れ窓口は決まっているか？

度数 パーセント

決まっている 16 8.1

決まっていない 83 42.1

把握していない 98 49.7

合計 197 100

表２０．他の機関と合同災害対策訓練を実施しているか？

度数 パーセント

実施している 7 3.6

実施していない 189 96.4

合計 196 100

歯科診療用車両確保の有無



表２１．保健所との協議を行っているか？

度数 パーセント

定期的に行っている 3 1.5

不定期に行っている 4 2.0

行っていない 189 96.4

合計 196 100

表２２．都道府県歯科医師会との協議を行っているか？

度数 パーセント

定期的に行っている 4 2.0

不定期に行っている 16 8.2

行っていない 176 89.8

合計 196 100

表２３．都市区歯科医師会との協議を行っているか？

度数 パーセント

定期的に行っている 2 1.0

不定期に行っている 18 9.2

行っていない 176 89.8

合計 196 100

表２４．消防署との協議を行っているか？

度数 パーセント

定期的に行っている 4 2.0

不定期に行っている 3 1.5

行っていない 189 96.4

合計 196 100

表２５．自治体との協議を行っているか？

度数 パーセント

定期的に行っている 1 0.5

不定期に行っている 5 2.5

行っていない 191 97.0

合計 197 100

表２６．その他（表２２から表２６以外に）協議を行っている機関はあるか？

度数 パーセント

ある 6 3.2

ない 181 96.8

合計 187 100
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400 病院歯科対象 

「大規模災害時における歯科保健医療体制の現状に関するアンケート調査」 

主な自由回答の内容 

 



１．病院歯科単独で動くのは難しい 

 病院として、歯科のみ別に対処することには無理もあると思います。 

 個々の病院歯科単独での充分な対処は困難です。 

 「病院」として貢献できるかもしれないが、「病院歯科」として貢献は当院だけでなく、全国の病院

歯科は実際は無理だと思います。 

 歯科（単科）に対する対応及び、備品・備えが病院に乏しいためむずかしいと思います。 

 歯科単独で全てを賄うことは不可能で、病院長をはじめ職員全体に理解されるような全国規模の組織

が至急構築されることを望みます。 

 

 

２．要請があれば貢献できるが要請がない 

 要請がない。 

 要求されない為貢献するつもりは、ありません。 

 基幹病院にあり、歯科医師数も確保されている為、要請により対応可能と考えています。 

 今後その様な活動参加要請があれば前向きに検討したいと考えています。 

 災害時に要請があれば歯科医師個人の判断での貢献は可能ですが、対応マニュアル etc 含め、中心と

なる機関からのアプローチがない限り整備はすすまないと思います。 

 行政（県・市町村）からの要請があれば対応する。 

 もし地域行政・歯科医師会に協議部署があるならば、可能な限り参加し、社会に還元できるような、

知識と体制を調えたいと考えております。 

 当院では国の災害対策の一環に機能することになると思われるため、県単位であれば県からの、又は

市町村単位からの働きかけが必要と考えます。 

 災害地の要請があれば対応する。 

 他の医療機関からの依頼に応じた対応を行う。 

 求めに応じて、災害時における歯科医療の中心的役割を担いたいと考えている。 

 連携の申し出があれば、できる限りの努力はいたします。 

 

 

３．病院歯科の役割と認識されていること 

 二次医療圏の中心的役割をはたさなければならないことは、自覚している 

 一次医療機関の後方支援 

 市歯科医師会と連携をとり、患者を受け入れる 

 搬送の基での治療 

 有症者歯科治療等、一般歯科で困難な症例に対応する事 

 現場へ出ての活動よりは、重症者、重傷者への対応が求められていると考えている 

 入院設備を利用した治療 

 急を要さない歯科治療については、1次機関や歯科大学が向いているのではないかと考える 

 義歯 etc の処置はトリアージからみで全く対象外となる。 

 災害時は、救急医療を中心に行うこととなり歯科保健医療まで行うことは不可能と考えます 

 



 緊急対応 

 外傷が主体 

 顎・口腔領域の外傷の治療・処置 

 顔面外傷のトリアージ 

 入院患者への対応 

 入院患者の義歯等は行ってもよい 

 法歯学的役割 

 死体鑑別 

 パノラマ X-Ray などの参照により、身元判明の活用ができる可能性がある 

 大規模災害の際、当町はトリアージタッグ黒の担当で死亡者の収容、個人識別、警察との対応

が行務になっている。 

 医師不足の際は医科分野も支援すべき 

 医科患者処置対応への協力～緊急性の問題 

 当病院歯科では、他科との連けい 

 歯科器材の提供 

 歯科器具、薬剤等の提供 

 往診 

 歯科治療、口腔ケア等につき、中心的役割を果たすことが大切である。 

 災害が大規模の場合の診療支援（義歯、粘膜疾患など） 

 

 

４．歯科医師会や開業医の役割と認識されていること 

 歯科においては、歯科医師会が、リーダーシップをとっていかれるのでは、と思います。 

 一般歯科レベルでの災害時の対応は、歯科医師会を中心とした方が、良いかと思います。 

 歯科保健医療は、市の歯科医師会が中心となってやってくれると思います。 

 口腔外科疾患以外は地域の歯科医師会に対応していただくということでしょうかと思います 

 義歯等に関しては開業医にお願いしたい 

 大量のギ歯難民が出現しても歯科では、ギ歯の再作製を行なう予定はない 

 歯科治療（義歯など）は郡市が中心となります。 

 

 

５．病院歯科で対応できる治療内容として挙げられたもの 

 入院を要する口腔外科的処置 

 顎・顔面・口腔領域の外傷患者への対応 

 全身疾患を有する患者や有病者の歯科治療 

 トリアージにおける軽症者への手あてなど 

 義歯修理、カリエス治療などの一般歯科治療 

 歯周病、口腔粘膜疾患への対応 

 歯性、口腔感染急性発症の消炎対応 

 除痛処置 

 歯科治療全般の応急処置 

 被災者に対する歯科サービスの提供（治療、歯型鑑定など） 

 



 口腔ケア（避難所など） 

 高齢者 

 入院患者 

 被災者 

 ブラシ配布等、口腔ケアはすぐするだろう 

 義歯 

 応急義歯の作製 

 義歯紛失患者 

 義歯に対する応急処置 

 義歯の調整 

 義歯の修理 

 摂食嚥下 

 摂食嚥下リハのチーム医療への参画 

 ミキサー等を可動させ食物の性状を変えて対応 

 経口摂食困難者に対する、経鼻栄養、輸液等、一般歯科診療所では行いえない医療の提

供。 

 避難所での歯科検診 
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