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１ 避難所施設の掲示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、次のような掲示についても、あらかじめプリントアウトして用意しておきます。 

 

○救護室 

○トイレ（男子トイレ・女子トイレ・誰でもトイレ・要配慮者優先トイレ など） 

○土足禁止 

○燃えるごみ・燃えないごみ・びん・かん 

○物資配布所（救護物資） 

○相談室 

立入禁止 

使用可・使用不可 

運営本部 

総合受付 



 避難所施設の掲示例（英語版） 

 

立入禁止 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用可・使用不可 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○Dispensary 救護室 

○Tiolet（Men’s toilet・Women’s toilet・Multipurpose toilet・Priority toilet for those who need care） 

トイレ（男子トイレ・女子トイレ・誰でもトイレ・要配慮者優先トイレ など） 

○No Shoes Allowed 土足禁止 

○Burnable trash・Non-burnable trash・Glass bottles・Cans 燃えるごみ・燃えないごみ・びん・かん 

○Distributing Station (Relief Supplies) 物資配布所（救援物資） 

○Counseling Room 相談室 

NO ENTRY 

Available・Unavailable 

Operation Office 

General Reception 



２ 避難所のルール 

 

避難所でのルール                 避難所 
避難所
ひ な ん じ ょ

を利用
り よ う

される方
かた

は、以下
い か

のルールを守
まも

るよう心
こころ

がけるとともに、当番
とうばん

に参加
さ ん か

する

など、避難所
ひ な ん じ ょ

運営
うんえい

にご協力
きょうりょく

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この避難所
ひ な ん じ ょ

は、地域
ち い き

の防災
ぼ う さ い

拠点
き ょ て ん

です。 

避難所
ひ な ん じ ょ

以外
い が い

の場所
ば し ょ

に滞在
たいざい

する被災者
ひ さ い し ゃ

も含
ふく

めた生活
せいかつ

支援
し え ん

を行
おこな

います。 
 

 避難所
ひ な ん じ ょ

は、避難所
ひ な ん じ ょ

を利用
り よ う

する人
ひ と

全員
ぜ ん い ん

が協力
きょうりょく

して運営
う ん え い

します。 

年齢
ねんれい

や性別
せいべつ

に関係
かんけい

なく、避難所
ひ な ん じ ょ

を利用
り よ う

する人々
ひとびと

が、できる限
かぎ

り役割
やくわり

を分担
ぶんたん

し、より多
おお

くの人が避難所
ひ な ん じ ょ

の運営
うんえい

に参画
さんかく

できるようにします。 
 

 避難所
ひ な ん じ ょ

を利用
り よ う

する人
ひ と

の増減
ぞ う げ ん

に合
あ

わせ部屋
へ や

の移動
い ど う

を行
おこな

います。 

利用者数
り よ う し ゃ す う

の増減
ぞうげん

などにより、部屋
へ や

の移動
い ど う

をお願
ねが

いすることがあります。 
 

 立入禁止
た ち い り き ん し

や使用
し よ う

禁止
き ん し

の指示
し じ

に従ってください。 
 

 この避難所
ひ な ん じ ょ

は、電気
で ん き

・水道
す い ど う

などライフラインが復旧
ふっきゅう

した後
あ と

、  

すみやかに閉鎖
へ い さ

します。 

住家
じゅうか

をなくした人
ひと

は、応急
おうきゅう

仮設
か せ つ

住宅
じゅうたく

などの長期
ちょうき

受入
う け い

れ施設
し せ つ

で対処
たいしょ

します。 
 

基本
き ほ ん

事項
じ こ う

 

建物内
た て も の な い

は禁煙
き ん え ん

です。また、飲酒
い ん し ゅ

も控
ひ か

えてください。 

たばこは屋外
おくがい

の決
き

められた場所
ば し ょ

で吸
す

い、吸殻
すいがら

は水
みず

が入
はい

ったバケツに入
い

れる

など、完全
かんぜん

に消火
しょうか

してください。 
たばこ・酒

さけ

 

 出入口
で い り ぐ ち

や階段
か い だ ん

、通路
つ う ろ

などに、避難
ひ な ん

の妨
さまた

げとなる物
も の

を置
お

かな

いでください。 

避難
ひ な ん

所内外
じょないがい

の整理
せ い り

整頓
せいとん

を行
おこな

い、燃
も

えやすいものを放置
ほ う ち

しないでください。 
 

 ストーブなどの暖房
だ ん ぼ う

器具
き ぐ

は、転倒
て ん と う

防止
ぼ う し

をし、燃
も

えやすいもの

から離
は な

れた場所
ば し ょ

で使
つ か

い、換気
か ん き

にも注意
ち ゅ う い

してください。 

防
ぼう

 火
か

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総合
そ う ご う

受付
う け つ け

では、各
か く

種
し ゅ

手
て

続
つ づ

きや相談
そ う だ ん

受付
う け つ け

を行
おこな

います。 

対応
たいおう

時間
じ か ん

：午前  時  分から午後  時  分まで 

避難所
ひ な ん じ ょ

を利用
り よ う

する人
ひ と

の情報
じょうほう

を家族
か ぞ く

（世帯
せ た い

）ごとに登録
と う ろ く

します。 

個人
こ じ ん

情報
じょうほう

は、公開
こ う か い

してもよいとした人
ひ と

の分
ぶ ん

のみ公開
こ う か い

します。 
 

 生活
せいかつ

支援
し え ん

を適切
てきせつ

に行
おこな

うことができるよう、避難所
ひ な ん じ ょ

以外
い が い

の場所
ば し ょ

に滞在
たいざい

す

る被災者
ひ さ い し ゃ

も含
ふく

め、避難所
ひ な ん じ ょ

を利用
り よ う

する人
ひと

の情報
じょうほう

を登録
とうろく

します。 
 

 障害者
しょうがいしゃ

、難病
なんびょう

・アレルギー・その他
ほか

慢性
まんせい

疾患
しっかん

をお持
も

ちの方
かた

、妊娠中
にんしんちゅう

の方
かた

や乳幼児
にゅうようじ

をお連
つ

れの方
かた

、宗教上
しゅうきょうじょう

の理由
り ゆ う

や言語
げ ん ご

などで特
とく

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な

方
かた

は、登録
とうろく

の際
さい

にお申
もう

し出
で

ください。 
 

 犬
いぬ

や猫
ねこ

などのペットの情報
じょうほう

も登録
とうろく

します。 
 

 避難所
ひ な ん じ ょ

を退所
たいしょ

するときは、総合
そうごう

受付
うけつけ

にお申
もう

し出
で

ください。 

 

登
とう

 録
ろく

 

 

総合
そうごう

受付
うけつけ

 

 避難所あて
ひ な ん じ ょ あ て

に電話
で ん わ

があった場合
ば あ い

は放送
ほ う そ う

により呼
よ

び出
だ

し、

伝言
で ん ご ん

を行
おこな

います。（  ：  ～  ：  ） 

 携帯
け い た い

電話
で ん わ

はマナーモードにしてください。 

携帯
けいたい

電話
で ん わ

での通話
つ う わ

は公共
こうきょう

の場
ば

のみとし、生活
せいかつ

場所
ば し ょ

ではご遠慮
えんりょ

ください。 

電
でん

 話
わ

 

     放送
ほ う そ う

は  ：  で終了
しゅうりょう

します。 

     ただし、緊急
きんきゅう

時
じ

には夜間
や か ん

に放送
ほうそう

を行
おこな

うこともあります。 放
ほう

 送
そう

 

     点灯
て ん と う

は  ：  、消灯
しょうとう

は  ：  です。 

     安全
あんぜん

のため、廊下
ろ う か

、トイレ、施設
し せ つ

管理
か ん り

に使用
し よ う

する部屋
へ や

は夜間
や か ん

も点灯
てんとう

します。 電
でん

 灯
とう

 

避難所
ひ な ん じ ょ

の運営
う ん え い

に必要
ひ つ よ う

なことを話
は な

し合
あ

うため、 

避難所
ひ な ん じ ょ

運営
う ん え い

委員会
い い ん か い

を組織
そ し き

します。 
 
 避難所

ひ な ん じ ょ

運営
うんえい

委員会
い い ん か い

は、避難所
ひ な ん じ ょ

を利用
り よ う

する人
ひと

の代表者
だいひょうしゃ

などで組織
そ し き

します。 

定例
ていれい

会議
か い ぎ

：毎日午前  時  分と午後  時  分に開催
かいさい

 

 具体的
ぐ た い て き

な業務
ぎょうむ

は、避難所
ひ な ん じ ょ

を利用
り よ う

する人
ひと

などで編成
へんせい

する各運営
かくうんえい

班
はん

が行
おこな

います。 

運
うん

 営
えい

 



 
 

食料
しょくりょう

や物資
ぶ っ し

は、原則
げ ん そ く

、組
く み

ごとに配給
はいきゅう

します。 
 

 配給
はいきゅう

は、避難所
ひ な ん じ ょ

以外
い が い

の場所
ば し ょ

に滞在
たいざい

する被災者
ひ さ い し ゃ

にも等
ひと

しく行
おこな

います。 
 

 特別
とくべつ

な事情
じじょう

がある場合
ば あ い

は、避難所
ひ な ん じ ょ

運営
うんえい

委員会
い い ん か い

の理解
り か い

と協力
きょうりょく

を得
え

ます。 
 

 

 

 

特別
とくべつ

な物資
ぶ っ し

の 

配布
は い ふ

場所
ば し ょ

 

物資：粉ミルク・おむつ 

場所：            

物資：   

場所：             

物資：         

場所：             

食料
しょくりょう

を配
くば

る 

時間
じ か ん

（原則） 

朝 

   ：  頃 

昼 

   ：  頃 

 

夜 

   ：  頃 

 

 利用者
り よ う し ゃ

全員
ぜ ん い ん

が、清
せ い

潔
け つ

に使用
し よ う

することを心
こころ

がけてください。 

 トイレの清掃
せ い そ う

は避難所
ひ な ん じ ょ

を利用
り よ う

する人
ひ と

が交代
こ う た い

で行
おこな

います。 

  

トイレ 

     分別
ぶ ん べ つ

して、指定
し て い

された場所
ば し ょ

へ出
だ

してください。 
ご み 

食 料
しょくりょう

・物資
ぶ っ し

 

ペットは、他
ほ か

の避難所
ひ な ん じ ょ

利用者
り よ う し ゃ

の理解
り か い

と協力
きょうりょく

のもと、飼
か

い主
ぬ し

が

責任
せ き に ん

をもって飼育
し い く

してください。 

ペットは決
き

められた場所
ば し ょ

で飼育
し い く

し、他
ほか

の部屋
へ や

には入
い

れないでください。 

ペット 

○貴重品管理は御自身でお願いします。 

○外泊の際は受付にその旨を伝えてください。 

○退所する際には、必ず手続きをとってください。 

 



３　避難所運営委員会名簿

会長
かいちょう

副
ふく

会長
かいちょう

施設
し せ つ

管理者
かんり しゃ

初動
しょどう

要員
よういん

（運営
う ん え い

チーム）　チームリーダーに◎、チーム副
ふく

リーダーに○を記入
きにゅう

する

班
はん

名
めい

氏名
し め い

連絡
れんらく

先
さき

など 氏名
し め い

連絡
れんらく

先
さき

など

（避難所
ひなんじょ

利用者
りよ う しゃ

でつくるチーム(避難所
ひなんじょ

以外
いがい

の場所
ば し ょ

に滞在
たいざい

する人
ひと

でつくるチームを含
ふく

む)のリーダー）

チーム名
めい

リーダーの氏名
し め い

チーム名
めい

リーダーの氏名
し め い

 

安否
あ んぴ

確認
かくにん

チーム

連絡
れんらく

・広報
こうほう

チーム

名簿
めいぼ

チーム

氏名
しめい

地域
ち い き

支
ささ

え合
あ

いス

テーションチーム

総務
そ う む

チーム

食料
しょくりょう

チーム

物資
ぶ っ し

チーム

救護
きゅうご

チーム

衛生
えいせい

チーム



４ 地域の被害状況 

 

地域の関係機関・ライフラインの被害状況は  月  日  

時現在次のようになっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、状況に応じて書き込めるようなものを用意しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道 

市役所 

上下水道 

病院 



５ 避難所利用者名簿（公開用） 

 

避難所
ひ な ん じ ょ

利用者
り よ う し ゃ

名簿
め い ぼ

 公開用
こ う か い よ う

 
公開
こうかい

の同意
ど う い

がある人
ひと

のみ掲載
けいさい

しています。 

避難所名
ひなんじょめい

  

氏名
し め い

 備考 氏名
し め い

 備考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※備考欄は、地域の実情に応じて、御本人の伝言や連絡先など、掲示してよい項目に御活用ください。 



６ 退所者名簿（公開用） 

 

避難所退所者
ひなん じ ょ たい し ょ し ゃ

名簿
め い ぼ

 公開用
こ う か い よ う

 
公開
こうかい

の同意
ど う い

がある人
ひと

のみ掲載
けいさい

しています。 

避難所名
ひなんじょめい

  

氏名
し め い

 備考 氏名
し め い

 備考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※備考欄は、地域の実情に応じて、御本人の伝言や連絡先など、掲示してよい項目に御活用ください。 



７ ボランティア向け周知文  

          ボランティアの皆様へ  

避難所管理責任者   

 

このたびは本避難所へのボランティア参加を頂き、誠にありがとうございます。 

みなさまに安全に、また気持ちよく活動して頂くために、以下の各項目につい

て、ボランティア活動の際の留意点としてご確認下さいますようお願いいたし

ます。  

 

１  ボランティア保険の加入はお済みですか？  

・ボランティア活動時には、必ず保険への加入をお願いします。保険へ加入

していない方は、社会福祉協議会へお問い合わせの上、保険加入をお願い

いたします。  

※  ボランティア保険には、全国社会福祉協議会の福祉ボランテ  

ィア保険 (災害時特約付き )などがあります。  

 

２  ボランティア活動の際には、受付け時に渡される腕章や名札などの「ボラ

ンティア証」を身に付けてください。  

 

３  グループで仕事をお願いする場合には、皆さんの中でリーダーを決め、仕

事の進捗や完了時の報告をお願いする場合があります。  

 

４  本避難所では、ボランティアの皆さまに危険な仕事はお願いしませんが、

万一、疑問があれば、作業に取り掛かる前に避難所の担当者にご相談くださ

い。  

 

５  体調の変化や健康管理などは、皆さん各自でご注意の上、決して無理をし

ないようお願いいたします。  

 

６  被災された方の気持ちやプライバシーに十分配慮し、マナーを守った行

動や発言・言葉使いなどに心がけてください。  

 

７  食事や宿泊場所は提供できません。  

 

８  その他疑問点などがあれば、避難所の担当者にお問い合わせください。

（ボランティア活動全般に関することは、市災害ボランティアセンターに

お問い合わせください）  



８ マスコミ・調査希望者向け掲示 

 

         避難所内で取材・調査を希望される方へ 

 

 避難所は、避難者の方が、安心して生活の再建に向けて過ごす場所です。 

 取材や調査を行われる場合には、下記のことを守っていただけますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 １）取材・調査を希望される方は、受付（避難所運営委員会）にお申し出のうえ、許可を得てください。 

   ① 受付で、取材・調査受付票に必要事項を記入し、提出してください。 

   ② 取材・調査内容に関する質問などにつきましては、下記の連絡先にお願いします。 

③ 取材・調査の放送日や記事発表の予定に変更が生じた場合にも、下記の連絡先にお願いします。 

 

 ２）取材・調査をされる方（随行者含む。）は、腕章や取材バッチなどを見やすい場所に提示してください。 

  

３）避難者のプライバシーの保護に御協力ください 

① 原則として見学できる部分は、○○○のみです。（避難所の共有部分など、避難所の状況に応じ

て明示してください） 

② 避難所施設として使用していない箇所への立入は禁止します。 

③ 避難所内での撮影や、避難者・支援者等に取材をする場合は、必ず担当者や本人の許可を得て

からにしてください。 

 

 ４）避難所内では、担当者の指示に従ってください。 

 

 ５）物資等の要請については、都内や広域的な調整により総合的に行っておりますので、取材や放送・発

表に当たっては、留意願います。 

                             連絡先 

                             避難所名                

                             担当者名                

                             連絡先                 



 

９ トイレの使用方法に関する注意事項 

 

既存トイレが使用可能で水が確保できた場合  

 トイレットペーパーは便器
べ ん き

に流
なが

さず、備
そな

え付
つ

けのゴミ箱
ばこ

に捨
す

ててください。トイレに流
なが

すと詰
つ

まる原因
げんいん

になりま

す。 

捨
す

てた後
あと

は、ゴミ箱
ばこ

のふたを必
かなら

ず閉
し

めてください。 

 

 トイレを使
つか

ったら、バケツの水
みず

（流
なが

し用
よう

）で流
なが

してくだ

さい。みんなが使
つか

う水
みず

なので、節水
せっすい

を心
こころ

がけましょう。 

 

 バケツの水
みず

（流
なが

し用
よう

）が なくなりそうなときは、気付
き づ

い

た人
ひと

たちが協 力
きょうりょく

して、水
みず

をくんできましょう。 

 

 バケツの水
みず

（流
なが

し用
よう

）は手
て

洗
あら

いには使
つか

わないでください。 

手
て

洗
あら

いは、手洗
て あ ら

い場
ば

に備
そな

え付
つ

けた水
みず

(手
て

洗
あら

い用
よう

)を使
つか

って

ください。 

 

 みんなが使
つか

うトイレなので、きれいに使
つか

いましょう。 

 

 トイレの掃除
そ う じ

は、避難所
ひなんじょ

を利用
り よ う

する人
ひと

全員
ぜんいん

が、当番
とうばん

で行
おこな

います。当番表
とうばんひょう

を確認
かくにん

し、協 力
きょうりょく

して行
おこな

いましょう。 
  



 

 
災害用トイレを使う場合 

 トイレを使
つか

う前
まえ

に、ノックや声
こえ

をかけるなどして、中
なか

に

人
ひと

がいないか確
たし

かめてから入りましょう。トイレには、

入口
いりぐち

にある札
ふだ

を「使用中
しようちゅう

」にしてから入
はい

りましょう。 

 

 トイレを使
つか

ったら、便器
べ ん き

のそばにあるレバーをまわして、

排
はい

せつ物
ぶつ

を均
なら

してください。（レバーつきの場合
ば あ い

のみ） 

 

 和式
わ し き

トイレの上板
うわいた

（便器
べ ん き

にまたがるところ）には、２人

以上
いじょう

で乗
の

らないでください。 

介護
か い ご

が必要
ひつよう

な方は、洋式
ようしき

トイレを使
つか

ってください。 

 

 洋式
ようしき

トイレは、足
あし

の不自由
ふ じ ゆ う

な方
かた

や介添
か い ぞ

えが必要
ひつよう

な方
かた

など

が優先的
ゆうせんてき

に使
つか

えるよう、なるべく和式
わ し き

トイレを使
つか

ってく

ださい。 

 

 みんなが使
つか

うトイレなので、きれいに使
つか

いましょう。 

 

 排
はい

せつ物
ぶつ

がたまってきたら、気付
き づ

いた人
ひと

が総合
そうごう

受付
うけつけ

に

連絡
れんらく

してください。（業
ぎょう

者
しゃ

に汲
く

み取
と

りを依頼
い ら い

するため） 
 



10 健康管理関係チラシ    

 

 

 

ケガは応急手あてをして 

●ケガをしたところに土や泥などの汚れがついている時は、できるかぎりきれいな水で

洗い、汚れをおとしましょう。 

●出血が強い場合は、できるかぎりきれいな布で押さえ、受診しましょう。 

●痛みが強い、動かすことができない、腫れている等の場合は、その部分をなるべく動

かさないようにし、すみやかに受診しましょう。 

 

ケガをしていなくても 

●呼吸が苦しい、胸が痛いなどケガがなくても、体調に異変のあるときは受診しましょ

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

災害によるケガや病気について 
～応急手あてをしたらすぐに受診しましょう～ 

連絡欄 

健康に関するご相談などは、巡回の保健師等に気軽にご相談ください。 

（            ）で保健師等が健康相談を実施していますのでご相談ください。 

 

医療機関・巡回診療情報 

●   月   日現在、診療可能な医療機関は、 

（                         ）です。  

●無線放送や（           ）などで確認しましょう。 

●また、（                ）で診療を実施し 

ていますので、ご利用ください。 

●その他の医療情報についてはお問合わせください。 

 

「愛知県災害時保健師活動マニュアル」（愛知県 平成 25年 12月改訂） 



 

 

 

 

 

１ 水分をしっかりとりましょう。 

  ●脱水症状の予防などには、十分な水分の補給が必要です。 

  ●トイレに行かなくても済むように、水分をとらないでいることは危険です。 

  ●水分は、アルコールやコーヒー以外のものでとりましょう。（飲む以上に尿を出すこ

とがあります。） 

 

２ 夜間の十分な睡眠・休息をこころがけましょう。 

  ●なかなか眠ることができないときは、体だけでも休めましょう。 

  ●不眠で困っている方は、巡回の保健師等に相談してください。 

 

３ 手洗い・うがいをこまめに行い、マスクを着用しましょう。 

●多くの人が出入りする避難所では、かぜがはやりやすかったり、 

のどや肺への負担が大きくなりがちです。 

 

４ 慢性疾患などの薬を飲んでいる方は、薬がなくなる前に、医療機関に受

診するか、巡回の保健師に相談してください。 
    

●薬がきれると体調が悪化する可能性があります。 

   ●薬を調達するのに、時間がかかることも考慮しましょう。 

 

５ 意識して体を動かすようにしましょう。 

●避難所生活では、普段よりじっとしていることが多く、体を動かすことが少なく

なりがちです。 

●同じ姿勢をとり続けたり、体を動かすことが少なくなると、筋力が低   

 下したり、関節が硬くなってしまうことがあります。 

 

健康に関する相談など、巡回の保健師等に気軽にご相談ください。 

（         ）で保健師が健康相談を実施していますのでご相談ください。 

 

 

 

 

避難所生活での健康管理について 

 

「愛知県災害時保健師活動マニュアル」（愛知県 平成 25年 12月改訂） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大規模災害における保健師の活動マニュアル」（日本公衆衛生協会全国保健師長会 平成 25年） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

「大規模災害における保健師の活動マニュアル」（日本公衆衛生協会全国保健師長会 平成 25年） 

 



 

感染症予防のために 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かぜ、インフルエンザ、結核、SARS、麻しんなどの病気は、患者さんの咳やくしゃみに 

含まれる病原体や、咳やくしゃみの水分が蒸発したあとに漂っている病原体を吸い込むこ

とによって感染します。 

マスクをつけることにより、咳やくしゃみのしぶきを防ぎ、周囲への感染拡大を防ぎます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「災害時保健師活動マニュアル」（東京都福祉保健局 平成 25年 3月） 

 

 

～咳、くしゃみが出る時は～ 

★ 外出する時や大勢の人がいるところでは 

マスクをつけましょう。 

★ マスクがない時はティッシュやタオルで口と鼻を 

覆いましょう。 

★ 痰や鼻水などに触れた時、外から戻った時は 

手を洗いましょう。 



 

年  月  日（    ） 

 

 

 

 

 

 

 ガラスで手や足を切ってしまったり、釘を踏んでしまう等家の片付けに伴

うケガが増えています。 

  

 

 

 ●軍手など分厚い手袋をはめて、作業をおこなうようにしましょう。 

 ●家の中でも、靴をはきましょう。 

 

 

 

 

●飲み水で傷をきれいに洗う。 

●出血が多い場合は、きれいな布で押さえ、すぐに受診してください。 

●痛みや腫れが強くなった場合も、あまり動かさないようにして 

すぐに受診しましょう。 

 

 

小さなケガでも「このくらいなら大丈夫」と思わずに、 

いつもよりも早めに受診しましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家の片付けに伴うケガに注意しましょう！ 

予防方法は？ 

もしケガをしてしまったら？ 

連絡欄 

その他、健康に関することなど、巡回の保健師等に気軽にご相談ください。 

また、（          ）で保健師が健康相談を実施していますのでご相談くだ

さい。 

 

「愛知県災害時保健師活動マニュアル」（愛知県 平成 25年 12月改訂） 



 

 

 

 

熱中症は、適切な予防をすれば防ぐことができます！     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「災害時保健師活動マニュアル」（東京都福祉保健局 平成 25年３月） 

・ 水分補給をこまめしましょう！ 

・ 1時間に１回はコップ半分程度の水分をとりましょう。 

・ 水分ばかりでなく、時々は塩分もとりましょう。 

（大量に汗をかいた場合） 

※ アルコールやカフェインを含む飲み物はむしろ脱水を招くので、 

控えましょう。 

※ トイレに行くのが、大変な場合は保健師にご相談ください 

※ 涼しい場所や涼しい服装を心がけましょう！ 

・ 淡い色の服や、体を締め付けない服がおすすめです。 

・ 外出のときは、日陰を歩く、日傘や帽子も効果的です。  

・ 無理せず適度に休みましょう！ 

・ 涼しい時間に動いたり、仕事を 1日の中に分散させましょう。 

・ こまめに休憩をとりましょう。 

・ 高齢者や体調の悪い方、お子さんに気を配りましょう。 

– 上手に扇風機・エアコンを使いましょう。 

– 高齢者は暑さを感じにくいので、のどがかわかなくても水分補給しましょう。 

予防策 
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　被災地における、発達障害のある人やご家族の生活には、発達障害を知らない人には理解し

にくいさまざまな困難があります。

　そんなとき、発達障害児・者への対応について少しでも理解して対応できると、本人も周囲

のみんなも助かります。

災害時の発達障害児・者支援について災害時の発達障害児・者支援について

対応の

コツ

発達障害のある人は、見た目では障害があるようには見えないことが
あります。対応にはコツが必要です。
　コツの探し方：家族など本人の状態をよくわかっている人に
　　　　　　　　かかわり方を確認しましょう。

★

こんな場合は… このように対応…

変化が苦手な場合が多いので、

不安から奇妙な行動をしたり、働

きかけに強い抵抗を示すことがあ

ります。

■

感覚刺激
過敏 ：周囲が想像する以上に過

敏なため、大勢の人がいる環境

が苦痛で避難所の中にいられな

いことがあります。

鈍感 ：治療が必要なのに平気な

顔をしていることもあります。

■

話しことばを聞き取るのが苦
手だったり、困っていることを

伝えられないことがあります。

■

見通しの立たないことに強い
不安を示します。学校や職場など

の休み、停電、テレビ番組の変更な

どで不安になります。

■

危険な行為がわからないため、

地盤のゆるいところなど危ない場

所に行ってしまったり、医療機器

を触ってしまうことがあります。

■

●してほしいことを具体的に、おだやかな声で指示します。

　　例：○：「このシート（場所）に座ってください。」　

           ×：「そっちへ行ってはダメ」

●スケジュールや場所の変更等を具体的に伝えます。

　　例１：○：「○○（予定）はありません。□□をします。」　

　　　　  ×：強引に手を引く

　　例２：○：「○○は□□（場所）にあります。」　

　　　　  ×：「ここにはない」とだけ言う

●居場所を配慮します。

　　例：部屋の角や別室、テントの使用など、個別空間の保証

●健康状態を工夫してチェックします。

　例：ケガの有無など、本人の報告や訴えだけでなく、身体状況

をひと通りよく見る。

●説明の仕方を工夫します。

　例：文字や絵、実物を使って目に見える形で説明する

　　　一斉放送だけでなく、個別に声かける

　　　簡潔に具体的に話しかける　

　例：○：お母さんはどこですか？　　

　　  ×：何か困っていませんか？

●安定したリズムで日常が送れるように、当面の日課の提案や、 

   空いた時間を過ごす活動の提示が必要です。

　例：○：筆記具と紙、パズル、図鑑、ゲーム等の提供

        ○：チラシ配りや清掃などの簡単な作業の割り当て

        ×：何もしないで待たせる

●ほかに興味のある遊びや手伝いに誘う。  
●行ってはいけないところや触ってはいけない物がはっきりと

   わかるように「×」などの印をあらかじめ付ける。

子どもは、他人に起こったことでも自分のことのように感じることがあります。さらに発達障害があ

る場合には、想定以上の恐怖体験になってしまうこともあります。子どもには災害のテレビ映像など

を見せずに、別のことで時間を過ごせるような工夫をすることが必要です。

災害を経験した子どもは、災害前には自分ひとりでできていたこともしなくなったり、興奮しすぎて

しまうことがあります。発達障害がある場合でも、基本的には子どもの甘えを受け入れてあげるのが

よいでしょう。叱ったりせず、おだやかな言葉かけをしながら、少しずつ子どもが安心できるように

することが大切です。

★

★

ご家族のかたへご家族のかたへ



健康状態や心身の疲れを確認しましょう

・息切れ、咳などが頻繁でないか。

・やけどや切り傷、打撲などがないか。

・着衣が濡れていても着替えないでいるか。

気づくための観察例
・いつもより寒くないですか？

・歩くときにふらふらしませんか？

・頭のこぶ、腕や足にケガがありませんか？

・服の着替えがありませんか？

気づくための質問例

発達障害のある人は、体調不良やケガがあるにもかかわらず、本人自身も気づいて

いない場合があります。周囲が気づかずにそのまま放置すると、状態が悪化してし

まう場合がありますので、ていねいな観察と聞き取りが必要です。

★

からだ

なにげないことでも、発達障害のある人には日常生活に困難をきたすぐらい苦痛に

感じることがあります。そのためストレスの蓄積がより起きやすく、支援を優先的

に考えなければならない場合があります。

★

•好き嫌いによる食べ残しが多くないか。
•配給のアナウンスがあっても、反応が遅かったり、ど
こに行っていいかわからず困っていることがないか。

•耳ふさぎや目閉じなど、刺激が多いことで苦しそうな
表情をしていないか。

気づくための観察例

•食べられない食材はありましたか？

•配給に並ぶ場所はわかりましたか？

•ほかの場所（避難所内外）へ移動したいという希望は
ありますか？

気づくための質問例

ストレス

家族の状態を確認しましょう

対応に協力してくれる人が周囲にいるか確認しましょう

発達障害のある人は、ひとりひとりの健康状態や、ストレスの蓄積につながる状況

などがさまざまで、対応方法が見つけにくいことがあります。個別的な配慮が必要

になる場合は、周囲に本人をよく知っている人がいるか、その人は対応に協力して

もらえそうかを確認しておく必要があります。

★

協力者の

確認

災害の影響で子どもと家族が離れられなくなる場合や、避難所の中で理解者が得ら

れない場合などに、家族のストレスは高まります。

本人の支援を一番長い時間担当する、家族のサポートを迅速に行うことは効率的と

いえます。

★

家族への

サポート

配給や買い物、役所や銀行などの手続きに行けずに困っている場合

水や食料、毛布などの配給時に、ずっと待っていられないで騒いでしまう子どもがいた場合

家族の代わりに子どもの相手をしたり、発達障害の特性を家族の了解のもとで周囲の人たちに

説明していただくと、家族はたいへん助かります。

■

■

相談窓口相談窓口
障害児･知的障害･発達障害者関係団体

災害対策連絡協議会現地対策本部　

岩手県　090-5351-3780

宮城県　090-2909-4066／ 090-2909-3965

福島県　080-1859-3844

( 受付時間　8:00～ 20:00)

発達障害者支援センター　

　岩手県　019-601-2115 (月～金　9:00～ 17:00)

　宮城県　022-376-5306 (月～木、土　9:00～ 16:30)

　仙台市　022-375-0110 (月～金　8:30～ 17:00)

　福島県　024-951-0352 (月～金　8:30～ 17:00)

2011.4.25

http://www.rehab.go.jp/ddis/



13  女性・子供の被害防止のための普及啓発チラシ

熊本市男女共同参画センター作成



14 ペットの飼育について 
 

 

ペットの飼
か

い主
ぬ し

の皆
み な

様
さ ま

へ 

ペットの飼育
し い く

について 

 
避難所
ひ な ん じ ょ

では、多
お お

くの人
ひ と

達
た ち

が共
きょう

同
ど う

で生
せ い

活
か つ

しています。 

避難所
ひ な ん じ ょ

でペットを飼育
し い く

するためには、次
つ ぎ

のことを守
ま も

ってください。 

 

 ペットは、他
ほ か

の避難所
ひ な ん じ ょ

利用者
り よ う し ゃ

の理解
り か い

と協力
きょうりょく

のもと、飼
か

い主
ぬ し

が責
せ き

任
に ん

を持
も

っ

て飼
し

育
い く

することを原則
げ ん そ く

とします。 

 ペットは指定
し て い

された場所
ば し ょ

に必
かなら

ずつなぐか、檻
お り

（ケージなど）の中
な か

で飼
か

っ

てください。 

 ペットの飼育
し い く

場所
ば し ょ

は、飼
か

い主
ぬ し

の手
て

によって常
つ ね

に清
せ い

潔
け つ

にし、必要
ひ つ よ う

に応
お う

じて

消毒
しょうどく

を行
おこな

ってください。 

 ペットの食料
しょくりょう

は原則
げ ん そ く

として飼
か

い主
ぬ し

が用
よ う

意
い

してください。また、給
きゅう

餌
じ

の

時間
じ か ん

を決
き

め、その都度
つ ど

きれいに片付
か た づ

けてください。 

 ペットによる苦情
く じ ょ う

、危害
き が い

防止
ぼ う し

に努
つと

めてください。 

 屋外
お く が い

の指定
し て い

された場所
ば し ょ

で必
かなら

ず排便
は い べ ん

させ、後始末
あ と し ま つ

をしてください。 

 ノミ・ダニなどの駆除
く じ ょ

に努
つ と

めてください。 

 運動
う ん ど う

やブラッシングは、必
かなら

ず屋
お く

外
が い

で行
おこな

ってください。 

 

 

このようなときは、総合受付に相談してください。 

 飼育
し い く

困難
こ ん な ん

な場合
ば あ い

 

 ペットの関係
か ん け い

で、他
ほ か

の避難所
ひ な ん じ ょ

利用者
り よ う し ゃ

との間
あいだ

でトラブルが生
しょう

じた場
ば

合
あ い
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15 防火安全に係る注意事項 

避難所の防火安全に係る注意事項 

 

⑴ 火災を発見したら周囲に大声で知らせる。 

 火災を発見した場合は、周囲に大声で火災の発生を知らせ、周りの人と協力して避難所運営委

員会への連絡、消火器等を活用した初期消火を行う。 

⑵ 暖房器具を使用する場合は、周囲の安全に注意する。 

 居住スペース内で、石油ストーブ等の暖房器具を使用する場合は、転倒しないよう安定した場

所とし、換気に注意し、衣類、寝具等の可燃物から安全な距離を保つ。 

⑶ 調理器具は安全確認を受けてから使用する。 

 居住スペース内で、ガスコンロ等の調理器具を使用はしない。 

⑷ （喫煙可能とする場合）喫煙は受動喫煙防止のためにも指定した場所で行う。 

喫煙は指定した場所で行い、吸い殻は水バケツ等で確実に消火する。 

⑸ 周囲の整理整頓を行う。 

 避難所の屋内及び屋外、喫煙場所、ゴミ集積場所等は、整理整頓に努め、避難所の周囲等に可

燃物を放置しない。 

⑹ 避難経路に障害となる物品を置かない。 

 居住スペース内の通路、避難口等に避難の障害となる物品を置かない。 

⑺ 避難経路及び消防用設備等の確認をする。 

 避難経路図により居住スペースからの避難経路、消火器等の場所を確認しておく。 

防災倉庫 

運営組織 

 

ゴミ集積所 男性更衣室 女性更衣室 器具庫 

会
議
室 

倉
庫 

ス
テ
ー
ジ 

便
所 

便
所 

１ｍ 幅通路 

１ｍ 幅通路 

１ｍ 幅通路 

１ｍ 幅通路 

居住スペース(体育館内) 

屋外 

屋外 

【凡例】 

…避難口 …消火器 …水バケツ 

喫煙場所 


