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宇都宮市 
避難所開設・運営ガイドライン 

感染症対策編 

本ガイドラインは、感染症対策のために「新たに追加すべき事項」

を本編に盛り込み、事態が収束するまでの間、運⽤するためにとり

まとめたものです。災害が起きた際に、市職員をはじめ、避難所と

なる施設管理者や地域の⽅などが、すぐに避難所を開設・運営する

ことができるよう、時系列ごとに必要な情報を掲載しています。 

平常時から、本ガイドラインに⽬を通し、 

様式集、 資料編、 避難所運営委員会及び各運営班の業務 

とセットで、備えておきましょう。 

令和 ２年 ７⽉
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指定一時避難場所【緊急避難】 

 

 

災害・危険の鎮静化 

自宅に居住できる 自宅に居住できない 

指定避難所 在宅避難

災害発生から避難所までの避難フロー 

※ 災害が発生、又は発生するおそれがある場合にその危険から

命を守るために緊急的に避難する場所・施設（台風時など）

自主防災組織等の活動

による助け合い 

※ 災害により家に戻れなくなった

被災者等を一定期間滞在させる

ための施設 

災害発生 

又は発生のおそれ 

一時集合場所 

※ 台風の接近などによる【緊急避難】の場合は、

ガイドラインの「初動期の対応」を準用する 

※ 本ガイドラインの活用対象段階 
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避難所運営の基本⽅針 
 
 
 
 

 避難所は、災害から命を守るために安全に避難できる場所を提供します。 

 避難所は、災害で住家に被害を受けた⼈や、電気、⽔、ガスなどライフ
ラインの機能が低下して⽣活が困難になった⼈（避難所以外の場所に滞
在する⼈も含む）が⽣活できるよう、必要な⽀援を⾏います。 

 

 

 ⽣活⽀援を的確に⾏うため、避難所を利⽤する⼈（避難所以外の場所に
滞在する⼈も含む）の情報を、家族（世帯）単位で登録します。 

 安否確認のための個⼈情報は、事前に公開の可否を確認し公開してもよ
いとした⼈の分のみ公開します。 

 避難所では、プライバシーや防犯・安全⾯が確保できるよう努めます。 

 避難所は、地域外の⽅や市外からの帰宅困難者等も含め、避難者全てに
対して公平な対応をすることを原則とします。ただし、⾼齢者、障がい
者、乳幼児、児童、妊産婦、外国⼈などに配慮するなど、被災者の年齢、
性別、国籍、障がいの有無などから⽣じる多様なニーズに対応します。 

 

 

 ⼤規模な災害が発⽣、⼜は被害が発⽣する恐れがある場合、避難所に指
定されている各施設管理者は、速やかに施設を避難所として開設します。 

 施設管理者が施設を開放できない場合は、市職員、⼜は地域住⺠により、
施設を開放し避難所の開設を⾏います。 

 
 
 
 

避難所が、地域の⼈々の安全を確保し、⽣活を再建するための 
地域の防災拠点として機能することをめざします。 

避難所は、避難者の安全や被災した避難者の住宅が確保される
までの間設置し、避難所として利⽤する⾒込みがなくなった場
合に閉鎖します。

⽣活場所の
提供

⽔・⾷料 
物資の提供

衛⽣的環境
の提供

⽣活・再建
情報の提供

１ 

３ 

避難所の開設は、原則として施設管理者が⾏います。 ２ 
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 避難所は、ライフラインの復旧や避難者の減少など、状況に合わせて統
廃合を⾏い、避難所となる施設の本来業務の再開に努めます。 

 避難所閉鎖後、住家をなくした⼈は、応急仮設住宅などの⻑期受け⼊れ
施設で対処します。 

 
 
 
 

 避難所の運営を、避難所を利⽤する⼈（避難所以外の場所に滞在する⼈
を含む）が⾃主的に⾏うことができるよう、避難所を利⽤する⼈の代表
者、⾃主防災会や地域（⾃治会など）の役員、市職員、施設管理者など
で構成する委員会を設置し、運営に関わる事項を協議、決定します。 

 委員会の構成員には、⼥性や⾼齢者等を⼊れるなど、避難所運営に多様
な⽴場の⼈々の意⾒が反映されるようにします。 

 避難所では、⼈々の負担をできるだけ軽減し、少しでも過ごしやすくす
るために、避難所でのルール（様式集 p. 6-8）を遵守します。 

 避難所の運営が特定の⼈々の過重な負担とならないよう、年齢や性別、
国籍に関係なく、可能な限り役割を分担し、より多くの⼈が避難所の運
営に参画できるよう、交替や当番などにより対応することとします。 

 避難所を利⽤する⼈（避難所以外の場所に滞在する被災者を含む）は、
受け⼊れた部屋やブロック（10 世帯程度）ごとに「グループ」を組織し、
避難所の運営に参加することとします。 

 
 
 
 

 避難所は、⾷料、物資などの配給を受けるため、避難所に配備する市職
員（避難所運営班）が市の災害対策本部と定期的に連絡をとります。 

 避難所では、市の災害対策本部から派遣された保健師、福祉部⾨や衛⽣
部⾨の職員などの⽀援を受け、被災者の⼼⾝の健康管理を⾏います。 

 避難所は、避難所以外の場所に滞在する被災者の⽣活⽀援などを⾏う地
域の拠点施設として機能するよう、市災害対策本部と連携します。 

避難所では、避難所を利⽤する⼈（避難所以外の場所に滞在
する⼈を含む）の⾃主運営を原則とします。 

避難所の後⽅⽀援は、市の災害対策本部が主に⾏います。 

４ 

５ 
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災害発⽣から避難所閉鎖までの流れ 

    初動期（災害発⽣当⽇）                p. ５ 

災害発⽣時の混乱のなかで住⺠の安全を確保し、避難所を開設する。 
   □⾃分と家族の⾝の安全を確保する(p. 6) 

 

□⾷料や⽔、保温具などのほか、マスク、体温計などを携⾏する。(p. 6) 

□隣近所で声をかけ、助け合いながら必要に応じて避難する(p. 6) 
□⾼齢者や障がい者など⾃⼒で逃げることが困難な⼈や、避難情報
をもとに判断することが難しい災害時要援護者の⽀援に努める 

    

□避難した⼈を、⾃治会や班ごとなどに確認する(p. 6)  
□負傷者や病気の⼈の確認（ﾄﾘｱｰｼﾞ）を⾏い病院等へ搬送する(p. 6) 
□⾃宅での⽣活が困難な場合…避難所で⽣活する（⾞中で⽣活する） 
□状況が落ち着いたら…安全を確認し⾃宅に戻る 

 

 
    

      
 
 

 
 
 
 
 
  

□建物周辺や建物の安全確認(p. 7) 
□施設内の設備の確認(p. 8) 
□避難所として利⽤できる場所の確認(p. 9) 
□⽴⼊禁⽌にする場所の指定(p.10) 
□避難してきた⼈の受⼊場所の指定(p. 11) 
□避難所運営のために使う場所の指定(p. 14) 
□避難者受け⼊れのための準備(p.15) 
□避難者のトリアージ(p.16) 
□受付・誘導 (p.17) 
□利⽤者のグループ分け(p.20) 
□市災害対策本部への連絡(p.21) 
□情報収集・伝達⼿段の確保(p.21) 
□備蓄している⽔や⾷料、物資の確認・配給(p.22) 
□安全対策(p.23) 
□遺体の⼀時受け⼊れ(p.23)

避難した 
場所で 

災害 
発⽣ 

物資などの⽀援が必要な場合 
□受付(避難者名簿記⼊)(p.17)

(p. 6)

災害が 
起きた時 

避難する時 

指定避難所 ⾃宅・⾞など
(避難所以外の場所)

在宅避難について
災害後、⾃宅の安全が確認で

きる場合は、⾃宅での避難（在
宅避難）をしましょう。 

 

①避難所の⽔や⾷料、物資、
スペースには限りがあります。

②⾃宅は個⼈(家族)の空間と
して⽣活ができます。 

③空き巣の被害を防ぐことが
できます。 
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展開期（２⽇⽬ １週間程度）            p. 24 

避難所を利⽤する⼈たちが主体となって運営できるよう、避難所運営委
員会を組織する。 

 

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

安定期（１週間程度以降）                p.30 

⼈々の要望が多様化する時期。避難⽣活の⻑期化による⼼⾝の機能の
低下に注意。 

 
 
 
 

撤収期（ライフライン回復時等）                p. 32 

避難所の統廃合により、施設本来の業務再開準備を⾏う。 
  

□避難所運営の⽀援 □避難所運営のための業務(p.26) 

□グループの代表者（グループ⻑）の選出(p.26) 

□避難所運営委員会の設置(p.27) 

□各運営班の設置(p.29) 

□役割を明⽰する(p.29) 

災害救助法が適⽤された災害で、避難所の開設期間が７⽇間を超える場合は、延⻑⼿続
きのため、市職員（避難所運営班）を通じて市災害対策本部に連絡する。

・避難所や、避難所内のスペースの統廃合(p.31) 
・情報提供（ライフラインの復旧、⽣活再建のための⽀援策など）(p.31) 
・避難所利⽤者間のトラブルへの対応(p.31) 

・避難所の統合・閉鎖に向けた準備(p.33) 
・避難所の統合・閉鎖に関する説明会の開催(p.33) 
・避難所の閉鎖準備(p.33) 

指定避難所 ⾃宅・⾞など 
(避難所以外の場所)



宇都宮市避難所開設・運営ガイドライン 感染症対策編 

5 

 

初動期（災害発⽣当⽇）の対応           

 ⼤規模な災害が発⽣した直後の混乱した状況で、地域の⼈々の⾝体や⽣活
を守るためには、消防や市役所などの職員だけではなく、地域の皆さんの協
⼒が不可⽋です。 

特に避難所では、避難者の代表や⾃主防災会や地域（⾃治会など）の役員
などを中⼼に、住⺠⾃らが主体となり、施設管理者や市職員と協⼒して、避
難所を利⽤する⼈々の様々な事情に配慮しながら、運営することが期待され
ます。 
 

■災害時の責任者 
市が指定する避難所の運営の責任者は、原則、市職員（避難所運営班）

です。しかし、避難所の開設については、施設管理者が中⼼となって⾏
い、施設管理者が不在かつ緊急の場合は市職員（施設所管課）、施設管理者
と市職員が不在かつ緊急の場合は避難者や地域住⺠⾃らが中⼼となって開
設を⾏います。 

ただし、設備の使⽤などについては必ず施設管理者の判断を仰いでください。 
※ 施設管理者 避難所となる施設管理の責任者、 市職員 避難所運営の責任者、 

避難者（地域住⺠等） 避難所運営の主体 

 

■業務体制 
・業務を安全かつ確実に⾏うため、原則、避難所における各業務は、２⼈

以上（⼥性を含む）で⾏うこと。 
・市災害対策本部への連絡は、原則市職員（避難所運営班）が⾏うこと。   

市の体制・地域防災拠点等連絡先(資料編 p.33) 
 

■初動期の業務の流れ 
 本ページ以降を参考に業務を⾏ってください。   
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１ 安否確認 
（１）災害が起きた時 

 ⾃分と家族の安全を確保する。 
＜安全確保の例＞ 
地震でゆれている間 ⾃分の⾝を守る⾏動をとる 
浸⽔の危険がある時 安全な場所または上層階に逃げる など 

 

（２）避難する時 
 ⾷料や⽔、保温具などのほか、マスク、体温計などを携⾏する。 
 隣近所に声をかけあい、助け合いながら避難場所へ移動。 
 ⾃⼒で逃げることが難しい⼈を避難させるための災害時要援護者⽀援
制度*などに基づき、地区⽀援班や避難⽀援者が要援護者の⽅の避難⾏
動を⽀援する。 

 

（３）避難した場所で 
 地域の安否情報を⾃治会や班ごとなど、できる範囲で確認し共有する。  
 けがをした⼈や、病気の⼈はいないか確認する。 
 発熱や体調不良のある⽅は、申し出るよう伝える。 
 保健福祉的視点でのトリアージ(資料編 p.1)を参考に、病院等に搬送す
る（原則搬送は、対象者の家族や介助者が⾏う）。 

 ⽣活⽀援を⾏うため、⾃宅に戻る⼈も避難所での利⽤者登録が必要な
ことを伝える(避難者名簿(様式集 p.3)を配布し記⼊してもらう)。 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -  
   

＊ 災害時要援護者⽀援制度 

災害に備え、⾃⼒避難が困難な「災害時要援護者*」について、⽇頃から、誰が⽀援し、どこに避難
するかなど、あらかじめ地域住⺠同⼠で決めておく“地域ぐるみの助け合い”の制度。 

 
＊ 災害時要援護者 
 ⾼齢者、障がい者、外国⼈など、⾃⼒で逃げることが困難な⼈や、避難情報をもとに判断すること
が難しい⼈のこと。 
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２ 避難所となる施設の建物や設備の安全確認 
 避難所となる施設の管理者が主体となり、建物の安全確認を⾏う。 
 建物の安全確認がすむまでは、危険なので、中に⼊ることはできない
ことを伝え、屋外の安全な場所で待機する。 
 

（１）建物周辺の確認 
 

 
 
 
 

 
 

（２）建物の確認 
 建物の外観などから施設管理者または、市職員、地域住⺠が避難所簡
易点検リスト（様式集 p.1）を使⽤し、安全確認を⾏う。 

 

 
   
 
 
 
 

  
 

 
  

 ⽕災が発⽣している。 

 浸⽔している。 

 地割れや地盤沈下している。 

 ガスくさい。(ガス漏れしている。) 

１つでも があれば、 
危険なので、 
施設は使⽤しない  
※施設管理者・市職員（避難所

運営班）から市災害対策本
部に連絡 

●リストの項⽬をふまえ、施設が危険な状態や注意を要する状態と判断された場合 

危険なので施設は使⽤しない  
 →□屋内に避難者がいる場合は、屋外の安全な場所へ誘導する。 

□「危険」の紙を貼り、建物内への⽴ち⼊りを禁⽌する。 
□市災害対策本部に避難所が使⽤できないことを連絡する。 

●建物の被害がみられない場合 
□市災害対策本部に緊急点検の結果を報告する。 
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（３）設備の確認（詳細） 
設備 確認項⽬ 使えない場合の対処 

ガス  ガス臭くないか 
 ガス器具に損傷はないか 

 窓を開け、ガス栓を閉める 
 ガス、電気、⽕は使⽤しない 

電気 
ガス漏れ
がない場
合のみ 

 電灯はつくか 
 

 電気器具から異⾳・異臭はしな
いか、⽔につかった形跡はないか

 発電機や照明機器などを設置 
 異常のある電気器具は使⽤しない

⽔道 

 ⽔は流れるか 
 にごりや異臭はないか(できれ
ば⽔質検査を実施) 
 漏⽔していないか 

 備蓄している飲料⽔を確認する
 プールなど⽣活⽤⽔として利⽤
できる⽔の確認をする 

通信 

 電話は使えるか 
 ＦＡＸが使えるか 
 メールは使えるか 
 インターネットはつながるか 

 他の伝達⼿段(無線、携帯電話、
⾃転⾞やバイクなど)を確認 

放送  放送設備や無線は使えるか  拡声器・メガホンなどを利⽤ 

トイレ 

 室内は安全か（落下物など危険
はないか） 

 

 便器は使⽤可能か（破損はない
か） 

 

 下⽔は流れるか 
 

 ⽔（上⽔）は出るか 
 

 周辺は断⽔していないか 
 

 断⽔状況が判断できない場合
は、市職員を通じて市災害対策
本部に連絡する 

 断⽔しているが、便器の破損等
がなく、既設のトイレ（洋式ト
イレ）を使⽤できる場合は、ト
イレに便袋を設置して使⽤する
か、プール、河川の⽔を汲み置
きして排泄後に流す 

 

 既存のトイレが使⽤不能の場合
は、市で備蓄している組⽴て⽤
仮設トイレや、簡易トイレと便
袋を組み合わせて使⽤する 

 避難⽣活の⻑期化が予想される
場合は、仮設トイレを設置する

⇒ 詳しくは災害時のトイレ対策 (資料編 p.25 ) へ 
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３ 施設管理者との打ち合わせ（場所・設備等の確認） 
 建物や施設の安全確認の結果も踏まえ、施設管理者と協議する。 
 避難所の運営について地域独⾃のマニュアルがある場合は、そのマニ
ュアルに従って対応する。 

 

（１）利⽤できる場所の確認 
原則、指定されている場所を避難者の受⼊場所として利⽤する。 
⼤規模災害時などは、被災状況に応じて施設管理者と協議し、利⽤できる
場所を開放する順序を確認する。 
＜避難所として利⽤できる場所＞ ※施設の管理者と相談して記⼊ 

順序* 場所の名前(体育館など) 階数 受け⼊れ可能⼈数 メ モ 

１  階 約    ⼈  

２  階 約    ⼈  

３  階 約    ⼈  

４  階 約    ⼈  

５  階 約    ⼈  

６  階 約    ⼈  

７  階 約    ⼈  

８  階 約    ⼈  

９  階 約    ⼈  

10  階 約    ⼈  

※受け⼊れ場所として開放する順序 
＜開放する順序を決める際の注意＞ 

⻑期受け⼊れとなる場合も考え、施設の本来業務を再開する際に⽀障
のない場所から優先的に指定する(例 体育館→特別教室→教室)。 
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（２）⽴ち⼊りを禁⽌する場所の指定 
 危険な場所や避難所として利⽤できない場所などを⽴ち⼊り禁⽌にする。 
→ 出⼊⼝をロープで封鎖する、「⽴⼊禁⽌」の張り紙を貼るなど 

＜避難者の受け⼊れや⽴ち⼊りを制限する場所の例＞ 
指定区分 具体的な場所の例 理由 

⽴⼊禁⽌ 

安全点検や応急危険度判定で「危険」
や「要注意」と判定した場所 

余震などによる⼆次災害
の防⽌ 

職員室、事務室、施設管理者の部屋など

個⼈情報あり 
施設の本来業務を再開す
る拠点ともなる 

理科実験室、⼯作室など 危険な薬品・設備あり 

⽴ち⼊り
を制限 

保健室や医務室、放送室、会議室、給
⾷室や調理室、給湯室、倉庫など 

避難所運営に利⽤ 

屋外の⼀部 
⾃衛隊など、外からの救援
者が利⽤する可能性あり 

占有禁⽌ ⽞関、廊下、通路、階段、トイレなど 共有空間、避難経路の確保

 
（３）利⽤できる設備や資機材の確認 

 備蓄避難所の備蓄品⼀覧(様式集 p.19) 児童⽣徒⽤備蓄品(各⼩中学
校)(様式集 p.19)を参考に、施設管理者に、利⽤できる設備や資機材の
数や保管場所、使⽤上の注意などを確認する。 

 避難所に配備している「避難所⽤備品ケース」(p. 15)の備品を確認する
とともに、ＭＣＡ無線をはじめとする情報収集・通信⼿段の確認を⾏う。  

 学校校舎内の多⽬的トイレや冷暖房設備を有する教室のほか、給湯器
など必要な設備の利⽤について、施設管理者に確認を⾏う。 
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４ 避難してきた⼈の受け⼊れ場所の指定 
 緊急避難の場合 

 避難者の受け⼊れ場所を、以下の 3 つに区分する。 
（１）一般避難者エリア 

   健康に問題のない⼀般避難者の受け⼊れ場所 
（２）要配慮者エリア 

⾜腰が不⾃由な⽅や持病を持つ⽅など、配慮すべき⼈を優先的に
受け⼊れる場所 

（３）要観察者エリア 

発熱や咳などがある体調不良者を受け⼊れる場所 

 ＜ポイント＞  

① ⼀般避難者エリアでは⼀⼈あたりの占有⾯積は緊急対応であることを踏
まえ、２㎡を⽬安とし、家族間で概ね２メートル以上の間隔を確保する。  

② 要配慮者エリアと要観察者エリアは複数世帯が同室になることも想定
し、パーテーションを活⽤したレイアウトも考慮する。 

③ 要観察者エリアは、⼀般避難者・要配慮者の動線と区分できるよう設定
する。（建物⼊⼝を別に設定するなど） 
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 【 凡例 】 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
※ 上記レイアウトによる運営を基本とするが、災害時に受ける制約や施設構造上の制約を考慮し、

最⼤限実施することが望ましい。 
 

要観察者動線

トリアージ場所

出⼊⼝  

⼀般避難者エリア 

施設レイアウト（例）

 

 

要観察者エリア 

受付 

⼀般避難者スペース

要観察者スペース

 

⼀般避難者動線

要配慮者エリア 

受付記載台

要観察者動線

ホール１ 

便 所 

学習室 調理実習室 

湯沸室 

倉 庫 

ホール２ 

１階

２階

EV 

和 室

トリアージ場所

EV 

EV 

要配慮者スペース

要観察者動線 

エリア境界線・ 

装備品着脱場所
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 避難所に移⾏した場合 
 事前に決めた受け⼊れの⽅針や優先順位に基づいて場所を指定する。 

 
＜受け⼊れのポイント＞ 

通路の確保 
⾞いすも通れるよう幅 130cm 以上の通路を確保し、各
世帯の区画が必ず１箇所は⾯するようにする。 

地域でまとめる 
世帯単位で受け⼊れ、なるべく顔⾒知りが集まれるよう
⾃治会や班など居住する地域ごとの配置になるよう配慮
する。 

配慮すべき⼈を
優先的に受け⼊
れる場所の検討 

避難所利⽤者の事情に合わせた配慮の⽅法(資料編 p.10
 )を参考に、災害時に配慮が必要な⼈を優先的に受け⼊
れる場所を検討し、予め指定する。 
 

・福祉避難室（救護室、介護室、⼦ども部屋などの専⽤
スペース）や、できれば個室も確保する。 
・単⾝⼥性や⺟⼦世帯など、⼥性のみの世帯が安⼼して
休めるよう可能な範囲で⼥性専⽤のスペースを確保す
る。 

 
＜１⼈あたりに必要な最低⾯積（参考）＞ 

１㎡/⼈  被災直後 座った状態で過ごせる程度の占有⾯積 

２㎡/⼈  緊急対応 就寝することができる程度の占有⾯積 

３.5 ㎡/⼈  避難所⽣活
の⻑期化 

荷物置場を含めた、就寝することができる
程度の占有⾯積 

※ 災害の危険から命を守るために緊急的に避難する【緊急避難】の場合には、避難所に
避難してきた避難者をできるだけ多く受け⼊れるよう努める。 

※ 災害や危険が鎮静化した後、家に戻れなくなった被災者等を⼀定期間滞在させる避難
所の体制に移⾏した場合は、避難者１⼈あたりの居住空間やプライバシーの確保に努
める。 
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５ 避難所運営のために使う場所の指定 
(避難所に移⾏した場合) 

 施設管理者と相談し必要に応じて避難所運営のために必要な部屋・場所 
(資料編 p.2 5)やレイアウト例（資料編 p.6）を参考に場所を指定する。 

 指定した部屋や場所に、貼り紙などをして表⽰する。 
 場所の指定に際しては、スロープ等を活⽤し段差などの解消に努める。 

  運営のために必要な場所（例） 設置する場所や使う部屋 

医
療
・
介
護 

救護室１(安静が必要な⼈) ※  

救護室２(要観察者⽤) ※  

介護室(ベッドルーム)  

要配慮者⽤トイレ  

健康相談室  

補助⽝同伴者⽤スペース  

⽣
活
環
境 

災害⽤トイレ 男性⽤・⼥性⽤・  

更⾐室  男性⽤・⼥性⽤  

⼿洗い場 
⽔がなければ⼿指消毒⽤
アルコールを設置 

 

⾵呂、洗濯場 ⽣活⽤⽔確保後に設置
⼥性専⽤物⼲し場を設置 

 

ごみ置き場  

ペットの受け⼊れ場所 ※ 
市職員（避難所運営班）と施設管理者が定める
場所（避難者居住スペース等と分離して配置）

談話室・礼拝堂室 展開期以降、施設に余裕
があれば設置

 

⾷
料
・
物
資 

荷下ろし、荷捌き場所  

保管場所  

育
児
・
保
育 

授乳室 ※ ⼥性⽤更⾐室内など、⼥
性専⽤スペース内に設置  

おむつ交換場所  

⼦ども部屋  

運
営
⽤ 

避難所運営本部  

総合受付  

相談室 (兼 静養室)  

外部からの救援者⽤の場所  

(多⽬的) 

※ 印の場所は⽴ち⼊りを制限する 
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６ 避難者受け⼊れのための準備 
 要観察者動線の表示 

 要観察者⽤⼊⼝及び⼊⼝までの動線を、貼り紙や⽮印により表⽰する。 

 トリアージ担当職員の配置（施設の外） 

 装備品 フェイスシールド、マスク、感染防護⾐（レインコート等 
により代⽤可）※、ゴム⼿袋※ 
※ 市内の感染状況により装備 

 準備品 ⾮接触型体温計、マスク（避難者⽤）、筆記⽤具、⼿指消毒 
液、メモ⽤紙 

 受付の設置 

 装備品 フェイスシールド、マスク 
※ 要観察者の対応を⾏う場合は、トリアージ担当職員と同様の装備品とする。 
 準備品 机、いす、筆記⽤具、⼿指消毒液、避難所受付簿(様式集

p.2)、避難所受付簿【要観察者⽤】(追加様式) 、避難者名簿(様式
集 p.3) ※ 要配慮者も同じ。 

 床への⾜跡表⽰の貼り付け（並んだ場合の間隔の⽬安） 

 避難者名簿(様式集 p.3)記載台の設置 

  準備品 机、筆記⽤具（避難者⽤１０本 ２０本）、⼿指消毒液 
避難者名簿(様式集 p.3)、名簿回収⽤ＢＯＸ 

 
 
 



宇都宮市避難所開設・運営ガイドライン 感染症対策編 

16 

 

７ 避難者のトリアージ 

 トリアージ 

（１）発熱の有無（非接触型体温計による検温） 

（２）体調ヒアリング（体調不良の有無） 

 下記のチェック項⽬に基づきトリアージを実施 
 
 
 
 
 
  ⇒ ⼀時避難場所（⼀時避難）から避難所（避難⽣活）へ移⾏した場合

の要観察者への対応については、【参考】感染症に係る有症状者対応
フローを参照 

 トリアージ後の案内 

一般避難者（熱なし、咳等の症状なし） 

 受付を案内する。 
要観察者（37.5℃以上の熱、咳等の症状あり） 

 ⼿指消毒（トリアージ担当職員がプッシュ） 
 マスクをしていない場合はマスクを配付する。 
 要観察者⽤⼊⼝を案内（施設⼊⼝から要配慮者エリアへの⽮印表⽰）  

⇒ 要観察者⽤⼊⼝から中に⼊り、待機させる。 
 受付担当職員に、要観察者が来たことを知らせる。 

⇒ 施設内にいる職員が、要観察者エリアへ移動し受付を⾏う。 
 
 
 
 
 
 

有症状チェック
（以下のいずれかにチェックがついた場合には世帯員全てを専用スペースに案内） 
 

□ 発熱している（３７．５℃以上） 

□ 体調が悪い 

（体がだるい、息苦しい、咳や痰が出ている、匂いや味を感じにくい等） 
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８ 受付・誘導 
① 一般避難者 

 受付（施設内の受付場所） 

受付担当職員が避難者から下記を聞き取りながら避難所受付簿(様式集
p.2)を記⼊ 

 世帯主（世帯代表者）⽒名（カタカナで記⼊） 
 世帯⼈数・男⼥内訳 
 ⾞での避難有無（⾞により来所した⼈は「有」に○） 

 避難者名簿(様式集 p.3)記載台への案内 

  避難者名簿の記⼊、記⼊後の⼿指消毒を促す。 
  避難者名簿は、記⼊後、回収 BOX により回収する。 
※ 受付が混雑している時は、居住スペースに移動後に記⼊するなど、混雑を緩 
 和するための柔軟な対応を⾏うこと（居住スペースに⼊る前に⼿指消毒実施） 

 一般避難者エリアへの誘導 

 家族１⼈×２ｍ（２㎡）のスペースへ案内（3 ⼈家族は２㎡×３マス） 

 隣の家族との間に、２ｍの間隔を空ける。 
 
 ⾞中泊の申し出があった避難者への対応 

 受付（一般避難者と同様に施設内の受付場所へ誘導） 

受付担当職員が避難者から下記を聞き取りながら「避難所受付簿」を記⼊ 
 世帯主（世帯代表者）⽒名（カタカナで記⼊） 
 世帯⼈数・男⼥内訳 
 「⾞での避難の有無」の「有」に◎（⼆重〇）を付け、蛍光マーカ

ーによりチェック 
 受付簿の右側欄外に、「⾞種」、「⾊」、「ナンバー」を記⼊ 
 ⼀般避難者が使⽤するトイレについて説明 
 「避難者名簿」記載台へ案内（上記参照） 

   ※ 避難者名簿の記⼊を完了してから⾞へ戻る。 
 物資の配給や情報の提供など必要な⽀援を⾏う。 
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② 要観察者（一般避難者とは別動線） 

 要観察者エリアへ移動（受付担当職員等／要観察者エリア通路） 

 トリアージ担当職員の連絡（合図）を受けて、要観察者エリアへ移動 
 受付（受付担当職員等／要観察者エリア通路） 

 避難者からの聞き取りにより「避難所受付簿（要観察者⽤）」を記⼊ 
 「避難者名簿」を渡し、後ほど回収することを説明 
 要観察者⽤トイレについて説明 

 要観察者を避難場所（部屋）へ誘導 
 要観察者をあらかじめ指定した部屋へ誘導 
 要観察者と家族は、部屋内においてパーテーションで区画する、⼜は

部屋を分けて避難させる。 
 
 （要観察者）⾞中泊の申し出があった避難者への対応 

 受付（施設へ避難する要観察者と同様に要観察者エリアへ案内） 

受付担当職員等が下記を聞き取りながら「避難所受付簿（要観察者⽤）」を記⼊ 
 世帯主（世帯代表者）⽒名（カタカナで記⼊） 
 世帯⼈数・男⼥内訳 
 「⾞での避難の有無」の「有」に◎（⼆重〇）を付け、蛍光マーカ

ーによりチェック 
 受付簿の右側欄外に、「⾞種」、「⾊」、「ナンバー」を記⼊ 
 要観察者が利⽤するトイレについて説明 
 避難者名簿の記⼊を依頼。名簿の記⼊後、回収ＢＯＸにより回収 
※ 避難者名簿の記⼊を完了してから⾞へ戻る。 
 物資の配給や情報の提供など必要な⽀援を⾏う。 
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＜装備品取扱いの注意＞ 
トリアージや要観察者を担当した職員は、装備品の外側にウイルスが付着

している可能性があるため、エリアを⾏き来する場合には、必ず装備品を着脱
または消毒すること。 

⼀般避難者エリア・要配慮者エリア エリア
境界線

要観察者エリア 

マスク 
フェイスシールド 

着脱 マスク 
フェイスシールド 

レインコート 
ゴム⼿袋 

・マスクは、取り外し不要 
・ フェイスシールドは、表⾯を消毒の上、再使⽤可能 
・ レインコートは、再使⽤可能（着⾐時に外側になっていた部分に触れないように

着脱する。） 
・ ゴム⼿袋は、⼀度使⽤したら再使⽤しない。 
・ 使⽤後のレインコートやゴム⼿袋等を廃棄する際は、ごみ袋に密封する。 

 
＜登録時の注意＞ 

・ ⾷料や物資などの⽀援は避難者名簿に基づき⾏われるので、避難所以外の場所
に滞在する⼈も記⼊するよう伝える。 

・ ⾏政機関以外の安否確認の問い合わせに対応するため、住所と⽒名を公開して
よいか確認する。 

・ ペット同伴の場合は、ペット登録台帳(様式集 p.4)にも記⼊する。 
・ 避難所でのルール(様式集 p.6)を説明する。 
・ ⼈⼯呼吸器、酸素療法、⼈⼯透析が必要な⼈は、市職員を通して市災害対策本部

へ緊急で報告する。避難所状況報告書（様式集ｐ.17） 
・ ⾼齢者、障がい者、乳幼児、児童、妊産婦、外国⼈など、避難⽣活で特に配慮を

要することがあるか確認する。対象者がいれば、避難所利⽤者の事情に合わせた
配慮の⽅法(資料編 p.10 )を参考に、⽀援の体制をつくる。 

・ コミュニケーション⽀援ボード（避難所⽤備品ケース内に収納）などを活⽤し、

外国⼈や障がい者などの避難者の情報を正確に聞き取る。 

・ 避難者名簿(様式集 p.3)をもとに、避難所利⽤者の⼈数や世帯数を把握する。 
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９ 利⽤者のグループ分け（緊急避難の場合を除く） 
（１）「グループ」づくり 

 避難所利⽤者のとりまとめを⾏うため、⾃主防災会や地域（⾃治会な
ど）の役員などの協⼒を得て、グループ分けをする。 

 つくったグループを避難所利⽤者でつくるグループ分け表（様式集
p.13）にまとめる。 

 余裕があれば、各グループでとりまとめを⾏う代表者（グループ⻑）
を決めてもらう（詳細は p.19 参照）。 

＜グループのつくりかた＞ 
・ 居住地域や⾎縁関係など、顔⾒知りが集まることができるよう配慮する。 
・ 部屋単位など 10 世帯程度で分ける。 
・ ⾼齢者だけとなるような編成は避ける。 
・ 地域外の⽅や通勤者・旅⾏者などの帰宅困難者は、地域の⼈と別のグループにする。 

 

（２）「グループ」内の⼈の把握 
 ⾷料、⽔、物資をグループごとに配布するため、グループ内の⼈数を
把握する。 

 グループ内の⼈の健康状態を確認し、けが⼈や病⼈がいる場合は、病
院に搬送するか、市職員を通じて応急救護所または医療機関の情報を
確認し搬送する。救護所設置場所⼀覧（資料編 p.45） 
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１０ 市災害対策本部への連絡 
 学校等の避難所運営職員は，適宜（概ね１ ３時間ごと，市災害対策本
部からの指⽰による），避難所のＭＣＡ無線により，地域防災拠点へ
「避難世帯数」「避難者数（男⼥内訳）」「ペットの種類・頭数」を報告
する。 

 地域防災拠点は，地区内の避難所ごとの避難者数等を，市災害対策本
部へメール，ＦＡＸ等により報告する。 
※ 「災害情報共有システム」の本稼働後は，同システムにより報告する。 

 避難者が記⼊した避難所受付簿・避難者名簿(様式集 p.2-3)について
は，避難所閉鎖時に市災害対策本部へ提出するものとする。なお，避
難所開設中は，避難所運営職員が確実に後任の職員へ引き継ぐ。 

参考 市の体制・地域防災拠点等連絡先(資料編 p.33) 
 避難所の状況を報告し適切な⽀援を受けるため、状況に応じて避難所
状況報告書(様式集 p.17)を市災害対策本部に送付する。 
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１１ 情報収集・伝達⼿段の整備 
 出⼊⼝や受付など避難所利⽤者が⾒やすい場所に情報掲⽰板をつく
り、避難所のルール(様式集 p.6-8)を掲⽰する。 

 ⼦どもや外国⼈に配慮して、やさしい⽇本語で情報を掲⽰する。ま
た、必要に応じて、⽇本語が理解できない外国⼈には、各避難所で保
管している多⾔語表⽰シートを情報掲⽰板に掲⽰し活⽤する。 

 情報収集・通信⼿段の確保・設置につとめ、情報を収集する。機材な
どがない場合は市災害対策本部に要請する。 

 
＜初動期に必要な情報・機材など＞ 

初動期に必要な情報 避難所⽤備品⼀覧（※避難所⽤備品ケースに収納）

安否情報 
医療救護情報 
被害情報 
ライフラインなどの復旧情報 
⽔・⾷料など⽣活物資の供給情報 
葬儀・埋葬に関する情報 

□ 避難所開設・運営ガイドライン⼀式 
□ 筆記⽤具・事務⽤品 
□ ⽴⼊禁⽌テープ 
□ ゴミ袋 
□ コミュニケーション⽀援ボード 
□ 多⾔語表⽰シート 
□ 避難所班⽤ビブス 
□ 電動エアポンプ（エアマット⽤） 

※ その他 ＭＣＡ無線機を各避難所に配備（⼩中学校は、職員室に配備） 
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12 備蓄している⽔や⾷料、物資の確認・配給 
（１）状態や数を確認 

 各避難所等で、備蓄している⽔や⾷料、物資の状態や数を確認する。 
地区防災倉庫の備蓄物資⼀覧表(様式集 p.18) 
備蓄避難所の備蓄品⼀覧(様式集 p.19)  
児童⽣徒⽤備蓄品（⼩中学校）（様式集 p.19) 

 ⾜りない分は物資依頼伝票(様式集 p.22)を使⽤し、市備蓄物資⼀覧
（様式集 p.23）を参考にして、市災害対策本部に要請する。 

 

（２）配給 
 迅速かつ公平に配給するため、利⽤者の「グループ」ごとに配給する。  

＜配給の注意＞ 
・⽬安 飲料⽔は１⼈１⽇３リットル、⾷料は１⼈１⽇３⾷。 
 数が少ないなど公平に配給できない場合は、けが⼈や病⼈、⾼齢者、障 

がい者、難病・アレルギー疾患・その他の慢性疾患患者、妊産婦、乳幼児 
など特に配慮する。 

・利⽤者に、⾷物アレルギーや⽂化・宗教上の理由から⾷べられないもの 
がないか必ず確認し配給を⾏う。⾷物アレルギーや⽂化・宗教上の理由
で⾷べられないもの(資料編 p.23) 

・⼥性⽤品の配給は⼥性が⾏うよう配慮する。⽣理⽤品などの⼥性⽤品は、

⼥⼦トイレに設置するなど⼥性が受け取りやすいように配慮する。 

  

（３）避難所⽤資材の設営 
 市が搬⼊する避難所⽤資材（間仕切り・トイレ・照明器具等）を設営
し、適切な場所に配置する。 

 避難所⽤資材の配置については、⼥性が使⽤する場所（トイレ・更⾐
室・授乳室等）や要配慮者の⽅が使⽤する場所（介護室・トイレ・静
養室等）に配慮し、必要に応じて、専⽤スペースを設ける。
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13 安全対策 
 設置した災害⽤トイレなど夜間照明が必要な場所に⾮常⽤電源などに
よる照明を設置する。 

 ⼥性や⼦どもに対する暴⼒防⽌や不審者排除のため、２⼈１組（⼥性
を含む）で夜間の⾒回りを⾏う。 

 ⼥性や⼦どもが犯罪被害にあわないよう、男性も含めて注意喚起する。  
 必要に応じて、近隣の警察署に巡回や⼥性警察官の派遣を依頼する。 

※ 派遣の依頼は、市災害対策本部が⾏う。 
 

14 遺体の⼀時受け⼊れ 
 原則、避難所には遺体を受け⼊れない。 
 万が⼀、避難所に遺体が搬送された場合は、市職員を通じて市災害対策本

部の指⽰を仰ぐ。 
 遺体の受け⼊れ場所は、避難所利⽤者の受け⼊れ場所とは別とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【緊急避難】の場合には・・・・・ 
●台⾵の接近などにより、災害の危険から緊急的に市⺠の⾝を守るために

避難所を開設する場合を【緊急避難】とし、「初動期（災害発⽣当⽇）の

対応」における「１ ８・１０・１１」を主に実施する。 

●「１２ 備蓄している⽔や⾷料、物資の確認・配給」については、避難所

での⽔や⾷料などの物資に限りがあるため、災害発⽣時の気温や時間帯、

避難者の状況（年齢・性別・要配慮者等）などに応じて柔軟に対応する。
 ※ 平素から各家庭で⾷料などを備蓄するとともに、避難する場合に備えて、⾮常持出品を

準備し、必要なものを避難所に持参することを呼びかける。 
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展開期（２⽇⽬ １週間程度）の対応       

 展開期は、避難所運営の仕組みや規則を整え、⽇常性を確⽴する時期です。 
避難所利⽤者の⾃主運営の原則に基づき、避難所を利⽤する⼈を主体とし

た避難所運営委員会や各運営班を組織し、避難所を運営します。 
 

■業務体制 
避難所運営委員会を設置するまでの間は、市職員、施設管理者、避難者

の代表、⾃主防災会や地域（⾃治会など）の役員などが協⼒して実施します。 
避難所運営委員会を設置した後は、避難所運営委員会と各運営班が、⾃

主的かつ円滑な避難所運営の主体となります。 
 

■運営上の留意事項 
 感染予防 

・ ポスターの掲⽰や呼びかけにより、以下の事項について避難者に周知する。 

・ 保健師の定期的な巡回により、避難所内や⾞中泊等のすべての避難
者の健康管理を徹底する。 

・ トイレ、洗⾯所、洗濯場や充電場所等では、避難者が密集しないた
めの運⽤が重要である。 

 避難者に対して 避難所の運営上 

留
意
事
項 

・⼿洗い、うがい、マスクの着⽤、咳エチ
ケットを徹底すること。 

・隣の⼈とは、可能な限り２ｍ以上離れて
⽣活すること。 

・ドアノブ等の共有部分に触れた後は、⼿
洗い、消毒を徹底すること。 

・毎⽇、体温・体調を確認すること。 
・居住スペース以外で⾷事をとらないこと。

・定期的に室内の換気を⾏うこと。 
（30分に1 回、数分間） 
・ドアノブ等の共有部分の消毒、トイ

レの清掃は毎⽇実施すること。 
・物品や⾷事の提供時には、⼿渡しを

避けること。 
・ごみは各家族で、ごみ袋の⼝を縛っ

て捨てること。 
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 発熱等の症状が確認された場合 

・ 避難者の中で、発熱等の症状がある⽅（軽症者）が新たに発⽣した
場合は、要観察者スペースに移動させ、保健師等と連携し医療機関
を受診させる。【参考】感染症に係る有症状者対応フロー参照 

  ※ 重症の場合は救急要請を⾏う。 
・ 発熱等の症状がある⽅への対応は、限られた運営員で⾏う。 
 長期の避難所生活への対応 

・ 住⺠と協⼒して、⻑期的な避難所レイアウトを検討する。 
 

■展開期の業務の流れ 
 本ページ以降を参考に業務を⾏ってください。 
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１ 避難所運営のための業務（展開期） 
(１)避難所の運営 

 避難所運営委員会や各運営班を設置するまで、市職員、施設管理者、
避難者の代表、⾃主防災会や地域（⾃治会など）の役員を中⼼に、避
難所運営委員会及び各運営班の業務【別冊】を参考に対処する。 

 避難所運営委員会や各運営班を設置したら、すみやかに業務を引き継
げるよう、対応状況や名簿などの書類を整理しておく。 

 

２ グループの代表者(グループ⻑)の選出 
 避難所利⽤者で編成したグループごとに代表者（グループ⻑）を選出
してもらう。 

＜代表者（グループ⻑）の選出＞ 
 グループ⻑は避難所運営委員会の構成員にもなるため、委員会への出席を負
担に感じない⼈を選ぶ。 
 特定の⼈に負担が集中しないよう、定期的に交替する。交替時には引き継ぎを
⾏う。 

 

＜代表者（グループ⻑）の役割＞ 
 グループ内の意⾒をとりまとめ委員会に報告する。 
 委員会や各運営班での決定事項は、避難所利⽤者の事情に配慮した広報の例
(資料編 p.22)を参考に、グループ内全員に伝達する。 
 委員会や各運営班の決定を受け、炊き出しや⽔の確保、共有スペースの掃除
などは、グループごとに当番制で⾏う。 
 グループごとに配布される⾷料や物資を受領し、グループ内に配布する。 
 グループ内に⽀援が必要な⼈（⾼齢者や障がい者など）がいる場合は、グルー
プ⻑を中⼼にグループ内で協⼒して⽀援を⾏う。 
 掃除や環境の整備は、グループ⻑を中⼼にグループ内で協⼒して⾏う。 
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３ 避難所運営委員会の設置 
（１）構成員の選出 

 避難所利⽤者で編成したグループの代表者、⾃主防災会、⾃治会など
の地域の役員や、その他の避難所利⽤者の代表（⾼齢者、障がい者、
乳幼児、児童、妊産婦、外国⼈など、災害時に配慮が必要な⼈やその
家族からも選出）、市職員、施設管理者が集まり、避難所運営委員会規
約（案）(様式集 p.10-11)を参考に、できるだけ速やかに避難所運営
委員会を組織する。 

 ＜避難所運営委員会の構成員選出の際の注意＞ 
 構成員のうち、⼥性の割合が少なくとも３割以上となるよう努める。 
 原則、ボランティアは構成員としない。ただし、委員会に認められた場
合のみ出席・発⾔ができる。 
 避難所運営委員会に出席するグループ⻑の数が多い場合は、互選で決定
する。 

 

（２）会⻑、副会⻑の選出 
 避難所運営委員会の構成員の中から、会⻑、副会⻑を選出する。な
お、会⻑・副会⻑のいずれかに⼥性を選出するよう努める。 

 

（３）運営規約、避難所のルールの作成、掲⽰ 
 避難所運営委員会規約（案）(様式集 p.10-11)をもとに避難所運営に
必要な事項を検討し、運営規則を作成する。 
また、避難所のルール(様式集 p.6-8)にも追記する。 

 運営規約は情報掲⽰板に貼るなどして、避難所を利⽤する⼈全員（避
難所以外の場所に滞在する⼈も含む）に伝わるようにする。 
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（４）運営班で⾏う業務の検討 
 避難所運営委員会は、避難所の運営に必要な具体的な業務を⾏うた
め、避難所運営委員会及び各運営班の業務【別冊】を参考に検討し、
運営班を設置する。 

班名 主な活動内容 

総務班 
総合受付(⼊退所など各種⼿続き、苦情相談対応)、
避難所内の配置計画、避難所運営⽇誌の作成、避難
所運営委員会の事務局、市災害対策本部への連絡 

 名簿係 
名簿管理、利⽤者数の把握、安否確認などへの対応
(安定期以降、業務が減ったら総務班に統合) 

連絡・広報班 避難所内外の情報収集・伝達・発信、取材対応 

⾷料・物資班 
⾷料・物資の調達・受⼊・管理・配給、炊き出し対
応 

保健・衛⽣班 
衛⽣管理(⾷品・トイレ・ごみ・⾵呂・ペット)、健康
管理 

要配慮者⽀援班 
⾼齢者、障がい者、難病・アレルギー疾患・その他
の慢性疾患患者、妊産婦・乳幼児、外国⼈など、避
難⽣活で特に配慮を要する⼈の⽀援や対策を⾏う 

施設管理班 施設・設備の点検・故障対応、防⽕・防犯対策 

ボランティア班 ボランティアなどの⼈的⽀援の受け⼊れ、管理 

その他 その他、必要に応じて班を編成する 

 
（５）避難所運営委員会の業務 

 避難所運営委員会は、避難所運営委員会の業務及び各運営班の業務
【別冊】を参考に、避難所の運営を⾏う。 
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４ 各運営班の設置 
（１）班員の選出 

 運営班の班員は、各グループ⻑の協⼒のもと、本⼈の意思を確認した
上で各グループから選出する。 

＜班員選出の際の注意＞ 
 避難者名簿(様式集 p.3)を参考に、⼦どもから⾼齢者まで、年齢や性別、
国籍に関係なく、可能な限り役割を分担し、より多くの⼈が運営に参画
できるようにする。 
 ただし、本⼈の意思を尊重し、強制はしないこととする。 
 特定の⼈に負担が集中しないよう、定期的に交替する。交替時には引き
継ぎを⾏う。 
 男性だから、⼥性だから、⽇本⼈だから、外国⼈だからという固定観念
に縛られることなく、本⼈の希望を聞き、業務を割り振る。ただし、⼥
性⽤の物資の受け渡しや⼥性からの要望を聞き取りやすいよう、総務班、
要配慮者⽀援班、⾷料・物資班には⼥性を⼊れるよう努める。 

 

（２）班⻑の決定 
 班員の互選により、各運営班の班⻑を決める。 

＜班⻑選出の際の注意＞ 
 特定の⼈に負担が集中しないよう、定期的に交替する。交替時には引き
継ぎを⾏う。 

 

（３）各種業務の実施 
 各運営班の業務【別冊】を参考に、業務を実施する。 

 
 

５ 役割の明⽰ 
 委員会の役割や構成員、運営班の役割や班編成・班員などを避難所と
利⽤する⼈に知らせるため、避難所運営委員会等名簿(様式集 p.12)に
記⼊し、情報掲⽰板に掲⽰する。 
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安定期（１週間程度以降）の対応         

 安定期は、避難所運営の仕組みや規則が定着し、⽣活に落ち着きが戻る⼀
⽅、被災者の要望や求める情報などが多様化・⾼度化する時期でもあり、柔
軟に対応する必要があります。⼀⽅で、⾃宅や公営住宅、仮設住宅などへの
移動により避難所を利⽤する⼈が減少するため、避難所の運営体制を再構築
するとともに、避難所を撤収するための準備を進める時期でもあります。 

なお、避難⽣活の⻑期化に伴い、被災者の⼼や⾝体の抵抗⼒が低下する時
期でもあるため、注意が必要です。 

 
■業務体制 

避難所利⽤者の⾃主運営の原則に基づき、避難所運営委員会と各運営班
が、⾃主的かつ円滑な避難所運営の主体となります。 

ただし、避難⽣活が⻑期化する場合は、避難所を利⽤する⼈の減少に伴
い運営体制を再構築する必要があります。 

 
■安定期の業務の流れ 
 本ページ以降を参考に業務を⾏ってください。 
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１ 避難所運営のための業務の継続（安定期） 
 避難⽣活の⻑期化に伴う避難所利⽤者と運営側の健康状態などに注意しな
がら、避難所運営委員会及び各運営班の業務【別冊】を参考に運営する。 

＜安定期に注意するポイント＞ 
主な内容 担当する班と該当⾴ 

避難所⽣活⻑
期化に伴う避
難所利⽤者の
ニーズの変化
への対応 

被災者⽀援、⽣活再建情報の提供 
連絡・広報班 

７ 

各種相談窓⼝の設置調整 ８ 

避難⽣活の⻑期化に伴う必要物資の確保 ⾷料・物資班 ９ 

避難所内の秩序維持の強化 施設管理班 ５ ８

避難所利⽤者
と運営側の⾝
体とこころの
ケア対策 

各種イベントの企画・実施 総務班 7 
衛⽣管理の強化 

保健・衛⽣班 
４ 

こころのケア対策の強化 ７ 
健康管理 6､７ 
⺠間福祉避難所、医療機関などへの
移送 要配慮者⽀援班 ９ 

⽣活場所の整理、プライバシー確保 施設管理班 ３ 
避難所以外の場所に滞在する⼈の健
康管理 

保健・衛⽣班 ５
要配慮者⽀援班 ３

避難所利⽤者
の減少などに
伴う運営体制
の⾒直し 

運営体制の⾒直し 避難所運営委員会 ２ 
ルールの⾒直し 総務班 6 

配置変更にかかる⾒回り場所の⾒直し 施設管理班 ６ 

 避難所災害発⽣から７⽇以内で閉鎖する⾒込みがたたない場合は、す
みやかに市災害対策本部に連絡する。 

※ 市災害対策本部への連絡は、原則市職員（避難所運営班）が⾏う。 
 

２ 統合・閉鎖の準備 
 市災害対策本部から、避難所の統合・閉鎖に関する情報や指⽰があっ
た場合は、撤収期(本編 p.32 )の業務を参考に準備を⾏う。 
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撤収期（ライフライン回復時等）の対応     

 撤収期は、電気・ガス・⽔道などのライフライン機能が回復することによ
り、地域の本来の⽣活を再開することができる期間です。 

住居をなくした⼈は、より⽣活環境の整った応急仮設住宅などの受⼊れ施
設に移動してもらい、避難所を段階的に統合・閉鎖することで、施設の本来
業務を再開させる準備を⾏います。 

 
■業務体制 

避難所運営委員会は、避難所利⽤者の⽣活再建を重視し、避難所の統
合・閉鎖にともなう避難所利⽤者の合意形成を図りながら、避難所となっ
た施設の原状回復を⾏います。 

 
■撤収期の業務 
 本ページ以降を参考に業務を⾏ってください。 
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１ 避難所の統合・閉鎖に向けた準備 
 ライフラインの回復状況や避難所の利⽤状況などから、避難所の縮
⼩・統廃合の時期、閉鎖後の対応について、市災害対策本部と協議する。  

 避難所を統合する場合は、移動の⽇時や⽅法、荷物などを搬送するた
めの⾞両や⼈員の確保などについても、市災害対策本部と協議する。 

２ 統合・閉鎖に関する説明会の開催 
 避難所の統合・閉鎖にあたり、市が開催する説明会の開催について、 
避難所利⽤者の事情に配慮した広報の例(資料編 p.22)を参考に、避難
所利⽤者全員に伝え、了解を得る。 

 説明会を開催する場合は、事前に情報掲⽰板や各グループ⻑などを通
じて、避難所利⽤者の事情に配慮した広報の例(資料編 p.22)を参考
に、避難所利⽤者全員に伝える。 

３ 避難所の閉鎖準備 
（１）引継ぎ 

 避難所の統合・閉鎖にあたり、避難所利⽤者の情報などを円滑に引き
継ぎすることができるよう避難所運営委員会、各運営班などの協⼒を
得て、避難所の運営・管理に関する情報や書類を集約する。 

 集約した情報や書類などは、市災害対策本部に提出する。 
 

（２）⽚付け 
 避難所運営委員会、各運営班、避難所利⽤者、市職員（避難所運営
班）、施設管理者は協⼒して、施設全体の清掃や使⽤した設備の返却、
整理整頓を⾏う。 

 ⽚付けのための⼈⼿が⾜りない場合は、市災害対策本部に対し、市職
員（避難所運営班）を通し、職員やボランティアの派遣を要請する。 

４ 避難所の閉鎖 
 避難所運営委員会は、避難所閉鎖の⽇に解散する。 
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● 施設管理者がいない時間帯

開錠・安全確認 

避難者収容 

開設準備 

開  設 

避難所運営班 

（宇都宮市職員）

避難所

※開錠は基本的に参集す

る施設管理者、又は施

設所管課職員が行う。 
 
※施設管理者と市職員が

不在かつ緊急の場合

は、避難者や地域住民

自らが中心となって開

錠・安全確認を行う。 

参 集

職員の派遣

避難・避難支援

運営開始

施設管理者・ 

施設所管課職員 

地域住民・ 

避難者 

● 施設管理者がいる時間帯

開錠・安全確認 

避難者収容 

避難所

※安全管理は基本的に

施設管理者が実施。 
 
※避難所運営班や自主

防災組織などの地域

団体は、到着時に安

全確認が終了してい

ない場合に支援。 

避難・避難支援

開設準備 

開  設 

職員の派遣

運営開始

避難所運営班 

（宇都宮市職員）

施設管理者 

地域住民・ 

避難者 

【参考】避難所開設フロー
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 通常の災害発⽣時 感染症対策付加 

避

難

所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巡
回
保
健
師 

  

 

災害対策本部から避難所開設要請 

施設管理者 

一般避難者スペースへ

翌日以降、巡回保健師による健康確認 

症状無し 症状あり 

【参考】感染症に係る有症状者対応フロー

参照 

 

※ 避難生活中に発熱や体調不良の傷病

者が発生した場合、重症者については救

急要請し、それ以外の場合は巡回保健師

により診察 

・専用の動線から要観察者スペースに移動する。

・移動後、運営職員が避難所受付簿を記入

・避難者が避難者名簿を記入 

・運営職員が避難所受付簿を記入 

・避難者が避難者名簿を記入 

施設の開錠・安全確認 

・施設の屋内外の点検（破損等） 

・電気、水道、トイレの確認など 
・避難者の受け入れ可能な諸室の開錠 

・体調不良者を分離する動線確保 

・受付の設定（机、筆記用具、名簿等の準備）

・避難者の受け入れ場所の準備 

・備蓄物資の準備など 

・トリアージ場所の設置
 非接触型体温計、フェイスシールド、マスク、

ゴム手袋、消毒液、メモ帳等 
・避難レイアウトの事前設定（パーテーション等）
・手洗い、咳エチケット等の啓発ポスター掲示 

避難所開設（運営開始）

受 付 

トリアージ（体調不良者の選別）

受 付 

⇒ 災害対策本部に報告 

日頃から市民へ周知するべき事項 

・避難＝避難所へ⾏くことではない。 
・親戚や知⼈宅（避難所以外）への避難 
・衛⽣⽤品等（マスク、体温計、除菌シート等）

の持参

避難所受付簿 

避難者名簿 

避難所受付簿

避難者名簿 

避難所の開設準備 

� 分離 

【参考】感染症対策を考慮した避難所開設の流れ
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① 栃⽊県や宇都宮地⽅気象台からの災害情報等を市災害対策本部で受理する。 
② 市災害本部で受理した災害情報等の集約・分析を⾏い、市⺠の避難につい

て判断し、地域防災拠点をはじめとする市の関係部局に「避難情報」・「避難
所開設情報」を伝達するとともに、「登録制メール」・「緊急速報メール」・
「テレビ」・「ラジオ」・「ホームページ」等を活⽤して市⺠に伝達する。 

③ 市災害対策本部から伝達された「避難情報」・「避難所開設情報」を地域防
災拠点である各地区市⺠センターや各市⺠活動センターから各地域代表者に
伝達する。 

④ 地域の代表者は、災害情報の集約に努めるとともに、連絡網等を活⽤して
地域の⾃主防災会や⾃治会関係者に呼びかけを⾏い、⾃主的な防災活動を実
施する。 

⑤ 市⺠は、避難情報や避難所の開設情報をもとに、適切な避難⾏動を実施する。 
 

 

 
 
 
 
 

テレビ・ラジオ・ＨＰ等 
防災システム等 

気象警報 

河川水位情報 

土砂災害警戒情報 

市  民
宇
都
宮
市
（
災
害
対
策
本
部
） 

地
域
防
災
拠
点 

地
区
市
民
セ
ン
タ
ー 

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー 

避難情報 

避難所開設情報 

電話・ＦＡＸ等

・近隣住民への   

避難の呼びかけ 

・避難所運営の協力 

       など 

登録制メール・緊急速報メール

地 
域 

代 

表 

者 

栃
木
県
・
宇
都
宮
地
方
気
象
台 

②

【参考】避難情報等の伝達体制 

⑤

① 

③ 

④ 

市 民
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新型コロナウイルスの感染を予防するための消毒⽅法は以下のとおり。 
 

 消毒の手順・方法 

① 次亜塩素酸ナトリウム液（ハイター等）５００ppm または消毒⽤
（７０％）エタノールを⽤意する。 

※ キッチンハイターの場合、５００ml のペットボトルにハイター
をキャップ１杯分（約５ml）⼊れ、⽔で２５倍に希釈して混ぜるこ
とにより消毒液を作成。 

② 使⽤した物全般及び机、ドアノブ、⼿すり、受話器、パソコン、壁
などの消毒を実施する。 

③ 消毒液を⼗分に含ませた布やペーパータオル等で、消毒する場所を
拭き取った後（⼀⽅向に拭く）、乾燥させる。 

④ 次亜塩素酸ナトリウム液による消毒後には、１０分程度おいてから
⽔拭きをする。（特に⾦属の場合） 

 
 留意事項 

・ 消毒液は直接肌に触れないように注意する。 
・ 拭く⽅向は⼀⽅向とし、⼀拭きごとにきれいな⾯を使⽤する。 
・ 消毒薬は、スプレーボトルなどによる噴霧は⾏わない。 
・ 作業中は⼗分な換気を⾏う。 
・ 他の消毒薬や洗剤と混ぜてはいけない。 
・ 使⽤したペーパータオル、⼿袋等のゴミは、ビニール袋などに⼊

れ、密封して捨てる。 
・ 希釈した消毒液はその⽇のうちに処分する（作り置きしない）。 

 
 
 
 

【参考】消毒の⽅法等について 



宇都宮市避難所開設・運営ガイドライン 感染症対策編 

39 

 

【参考】感染症に係る有症状者対応フロー 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保健予防課において 
ＰＣＲ検査実施の要否判断 
及び受診調整の実施 

・詳細な聞き取り調査（様式２）の実施 
巡回 

保健師 

ＰＣＲ検査 
実施判断が必要 

保健予防課へ相談 
巡回 

保健師 

ＰＣＲ検査不要 

巡回健康確認（毎日） 

・避難者全ての有症状調査票の確認 
・必要時、詳細な聞き取り調査（様式２）

の実施 
・希望者等へ健康調査（様式３）の実施

ＰＣＲ検査不要 

ＰＣＲ検査必要 
 
※移動手段については
保健予防課調整 

陽性 
陰性 

ＰＣＲ検査実施（医療機関） 

・医療機関へ入院 

・軽症者受け入れ宿泊施設 

有症状確認（毎日） 

巡回 
保健師 

避難者全て 
・検温の実施 
・有症状調査票への記載（様式１） 

避難所 
スタッフ

ＰＣＲ検査 
実施判断が 
必要 

 居住スペース 利用再開 
避難所 
スタッフ

 巡回保健師による健康確認は、指定一時避難所から指定避難所へ移行後に実施 

要観察者 一般避難者 
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追加様式

避難所受付簿 No.

男 ⼥
（代表者名） 有・無
（要観察者名） 体温

    ℃
（代表者名） 有・無
（要観察者名） 体温

    ℃
（代表者名） 有・無
（要観察者名） 体温

    ℃
（代表者名） 有・無
（要観察者名） 体温

    ℃
（代表者名） 有・無
（要観察者名） 体温

    ℃
（代表者名） 有・無
（要観察者名） 体温

    ℃
（代表者名） 有・無
（要観察者名） 体温

    ℃
（代表者名） 有・無
（要観察者名） 体温

    ℃

合計

※体温・症状は，わかる範囲で記載

退所⽇
⾞での避難
の有無

8 症状（当てはまるものに〇）
せき・たん 倦怠感 頭痛 呼吸苦 嗅覚・味覚異常

4 症状（当てはまるものに〇）
せき・たん 倦怠感 頭痛 呼吸苦 嗅覚・味覚異常

5 症状（当てはまるものに〇）
せき・たん 倦怠感 頭痛 呼吸苦 嗅覚・味覚異常

6 症状（当てはまるものに〇）
せき・たん 倦怠感 頭痛 呼吸苦 嗅覚・味覚異常

受付⽇：

               避難所 避難所受付簿

避難所受付簿【要観察者⽤】

7 症状（当てはまるものに〇）
せき・たん 倦怠感 頭痛 呼吸苦 嗅覚・味覚異常

避難者名簿
提出確認欄

1 症状（当てはまるものに〇）
せき・たん 倦怠感 頭痛 呼吸苦 嗅覚・味覚異常

2 症状（当てはまるものに〇）
せき・たん 倦怠感 頭痛 呼吸苦 嗅覚・味覚異常

3 症状（当てはまるものに〇）
せき・たん 倦怠感 頭痛 呼吸苦 嗅覚・味覚異常

No 世帯代表者⽒名
世帯⼈数

（本⼈含む）
（内訳）

43

宇都宮市避難所開設・運営ガイドライン　感染症対策編

追加様式


