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本手引について 

新型コロナウイルス感染症の流行は、未だ終息が見えない状況が続いて

います。こうした状況下において、従来どおりの方法で避難所を開設・運

営すると、避難所内で集団感染の発生を招くおそれがあります。 

本マニュアルは、「知多市避難所運営マニュアル」に付随し、新型コ

ロナウイルス等感染症の感染拡大を防止するために必要な対策や動きを

まとめたものです。 

避難所運営の基本的な体制は、「知多市避難所運営マニュアル」をベー

スとしつつ、新型コロナウイルス感染症流行下においては、本マニュアル

を活用し、感染症対策に配慮した運営を行っていただくようお願いしま

す。 

なお、本マニュアルは、新型コロナウイルス感染症の新たな知見等を踏

まえて、より実効性を高められるよう随時見直しを行います。 
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避難所の感染症対策用物品 

 
※避難所によっては、保管スペースの規模の都合上、上記と数量が異なる場合があります。
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避難所開設時の対応 

まずは、避難所運営に携わるみなさん自身の体調管理と感染症対策にくれ

ぐれも配慮してください。 

限られた物資や施設環境の中での運営となるため、本方針に記載のとおり

行えない場合は、新型コロナウイルス感染症に関する一般的な知見に基づ

き、臨機応変に判断いただくようお願いします。 

１ 避難所派遣職員の感染症対策の徹底 

□ 避難所の運営に携わる者は、業務開始前に自身の体温の計測をはじめ、 

体調のチェックを実施する。 

□ 避難所開設中は、定期的な体温計測や健康状態の把握、消毒の適宜実施等、 

感染症予防に努める。 

※避難所閉鎖後も体温の計測や健康管理チェックは定期的に実施する。 

□ 受付業務を開始する前に感染症対策用物品による消毒、着装を徹底する 

  ・マスク ・消毒液（アルコール、次亜塩素酸ナトリウム） 

・フェイスシールド ・レインコート ・感染防止衣 ・ゴム手袋 

□ 着装用の物品は数量が限られるため、運営に携わる者同士で物品を交互に 

用いる場合は、都度消毒を行う。 

 

２ 避難スペースの事前準備 

□ 避難スペース内の窓を開けるなどし、空気が滞留しないようにする。 

※対角線上にある窓を２か所開けるとより効果的。 

□ 避難スペース内に、手洗い・咳エチケット徹底の啓発チラシを貼付する。 

□ 13 ページの『避難スペース レイアウト様式』を活用し、避難スペースを区

画分けし、受付担当者用と掲示用の２部を作成し、掲示用のものは避難スペ

ースの入口付近に貼付する。 

□ 高齢者や障がい者などの要配慮者用に、なるべく環境の良いスペース 

(身動きがとりやすい、トイレに近いなど)を確保しておく。
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事前受付時の対応 

風水害などで、緊急避難場所として開設する場合と、大規模地震の発生など 

により避難所として開設する場合では、避難者数や運営体制が大きく異なる

ことが予想されます。緊急避難場所の場合、開設期間は概ね一晩、長くても

１～２日程度で、避難者も比較的少人数が見込まれる一方、避難所の場合

は、開設期間の長期化や避難者数が増えることが見込まれます。 

したがって、避難所の職員だけで運営することは極めて困難です。 

避難者の状況に応じて、地域の自治組織(自治会、自主防災組織)や施設管理

者、避難者に協力を依頼しながら、全体のコントロールをお願いします。 

1 避難者の事前受付の設置 

□ 下の図を参考に、避難スペースの出入口付近の屋外(軒下)に受付を設置する。 

※地震発生時は、グラウンドなど建物から離れた場所に設置する。 

 

□ 避難者の列が、密接しないよう、養生テープを用いて２メートル(十分な広さ

がない場合は１メートル)程度の間隔でマーキングを行う。 

□ 事前受付用の机に非接触体温計と消毒液を準備する。 

□ 避難所利用者登録票の名簿記載台を「総合受付（一般用）」と「専用受付

（体調不良者用）」の２か所用意する。

事前受付 

総合受付へ 

専用受付へ 

消毒液 
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□ 総合受付と専用受付の名簿記載台に「避難所利用者登録票」(防災倉庫内キャ

リーバックに 500 枚あり)を用意する。 

□ マスクは列の後方(目の届く範囲)に配置し、未着用の避難者に着用を促す。 

□ 事前受付前の手洗いを促す。 

□ 開設当初は、避難所派遣職員の１名が受付・健康管理チェックを、もう１名  

は誘導・受付補助を行う。 

２ 避難者の事前受付・健康管理チェックの実施 

□ 避難者が来たら世帯単位で受付を行う。 

□ 避難者に手指消毒を依頼する。 

□ 避難者の体温を計測する。（非接触型） 

・髪を手で掻き上げてもらい、額の中央辺りで計測する。 

・５センチ以内に保ち計測する。 

□ 避難者の体調について聞き取りを行う。 

※聞き取り項目については、14 ページの『新型コロナウイルス感染症受付対応

マニュアル（避難所派遣職員用）』を参照。 

※避難者のプライバシーやコロナハラスメント防止に配慮し、周りの避難者の

状況 などに応じて、チェックリストを掲示し、「該当する項目はあります

か？」といった聞き方や指差しなどによる確認を心掛ける。 

□ 体調不良者とするか否かを判断する。 

※以下に該当する場合、体調不良者とする 

・体温計測で高熱※がある または、 

・健康管理チェックリストのいずれかに該当する 

※高熱の線引きが難しいため、３７．５度前後を目安に平熱の聞き取りなどにより総合的に判断する。 

□ 体調不良者に対しては、避難所利用者登録票の裏面「本人からの申告・聞き取

り事項など」の欄に、計測した体温や聞き取った体調について受付で記入(16 
ページの裏面記入例参照)した上で、専用受付（体調不良者用）の名簿記載台

に案内する。 

□ 体調不良者としない避難者は、総合受付（一般用）の名簿記載台に案内する。



6  

一般の避難者への対応 

健康な方(新型コロナウイルス感染症の可能性が低いと見込まれる方含む) 

は一般の避難スペースに滞在してもらいます。ただし、一般の避難スペース 

と言っても、３密回避を徹底し、感染防止に最大限配慮します。 

また、一般の避難者には、高齢者や障がい者等の要配慮者も含まれます。 

1 避難所利用者登録票の記入 

□ 総合受付（一般の避難者用）の名簿記載台で、避難所利用者登録票を記入して

もらう。 

※世帯単位で記入。 

２ 滞在場所の決定 

□ 3 ページの事前準備で作成した、避難スペースを区画分けしたものをもと

に、避難者(世帯)が滞在する場所(区画)を決める。 

□ 避難所利用者登録票の「受付番号」欄に避難スペースの区画番号を記入す

る。(16 ページの表面記入例参照 A-1 〇〇教室) 

□ 高齢者や障がい者など要配慮者は、予め確保した、要配慮者用スペースを 

割り当てる。 

□ 入口付近に掲示したレイアウト用紙を参考に移動してもらう。 

※避難者が少なく手が空いている場合は、付き添って誘導する。 

□ 入室前に手洗いを促す。 

３ 健康管理 

□ 手洗い消毒や咳エチケットの徹底など、感染症予防の留意事項を伝える。 

□ 定期的(少なくとも朝晩２回)に、体温計測と健康管理チェックを実施する。 

※体温計を持参している方は、自身での計測と申告を依頼する。 

※食料の配給と合わせるなどして、順番に受付等に来てもらう。 

□ 5 ページの体調不良者の要件に該当した場合は、以降、体調不良者として 

取り扱う。  

※滞在していた区画周辺は、消毒を行う。
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体調不良者への対応 

新型コロナウイルス感染症が疑われる症状のある避難者は、一般の避難者と

は滞在場所や動線を区別します。ただし、感染者と決まったわけではないた

め、差別対応やコロナハラスメントにつながらないよう配慮が必要です。 

1 避難所利用者登録票の記入 

□ 専用受付（体調不良者用）の名簿記載台で、避難所利用者登録票を記入しても

らう。 

※世帯単位で記入。 

※体調により自筆困難な場合は、聞き取り等により代筆する。 

□ 新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者であった場合は、速やかに災害対

策本部に連絡し指示を仰ぐ。 

□ 明らかに体調が悪く、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は、体調不良

者や世帯員の承諾を得た上で、 

帰国者・接触者相談センター(０５６２－３２－１６９９)に連絡する。 

□ 意識や呼吸が弱い場合等は、１１９番通報する。 

２ 滞在場所の決定 

□ 使用可能な教室等を示した避難所施設の見取図(各避難所に配付予定) 

を参考に、体調不良者を滞在させる専用スペースを決定する。 

※専用スペースは世帯単位で割り当てる。 

□ 避難所利用者登録票の「受付番号」欄に割り当てた専用スペースの区画番

号（部屋名、教室名等）を記入する。(16 ページの表面記入例参照) 

□ 決定した専用スペースに誘導する。 

※なるべく密接状態とならないように誘導する。 

□ 入室前に手洗いを促す。 

□ トイレや手洗い場等についても一般の避難者と別に指定し案内する。
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３ 健康管理 

□ 手洗い消毒や咳エチケットの徹底など、感染症予防の留意事項を伝える。 

□ 健康管理チェックリストに基づき定期的(１日朝晩２回程度)に、体温計測と健

康管理チェックを実施する。 

※特に高齢者などの要配慮者は重症化しやすいため注意する。 

□ 体温や健康管理の経過について、チェックリストに記録を取っていく。 

□ 食事等の配給は、一般の避難者の動線と重ならない場所を指定して取りに 

来てもらうか、専用スペースの前まで持参する。 

□ 体調急変時の連絡方法を決めておく。 

※避難所施設の連絡先電話番号を伝える、携帯電話を所持していない場合、 

張り紙やカーテンを全開にするなど。 

□ 病状が悪化し、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は、 

帰国者・接触者相談センター(０５６２－３２－１６９９)に連絡する。 

□ 意識や呼吸がない場合等は、１１９番通報する。 

□ 体調不良者が増え、専用スペースが不足する場合は、ダンボール間仕切り（マ

ジックパネル）やワンタッチパーテーション（防災ルーム）を使って専用スペ

ースを確保する。 

※不足が予想される場合は、災害対策本部事務局に電話、FAX を使用して感染症用 

資機材の輸送を要請する。 

□ 保健師の巡回時に、健康状態についての情報提供や相談を行う。 

□ 保健師の指導に基づき、衛生環境の維持・改善に努める。



9  

車中泊希望者への対応 
新型コロナウイルス感染症への感染を心配して、車中泊避難を希望する避難者が

いることが予想されます。他の避難者と同様に、受付と健康管理チェックを行って

ください。エコノミークラス症候群対策など、車中泊をする上での注意点について

呼びかけましょう。 

1 避難所利用者登録票の記入 

□ 希望する避難者が体調不良者であれば体調不良者用の名簿記載台で、それ以外で

あれば一般用の名簿記載台で避難所利用者登録票を記入してもらう。(世帯単位) 

□ 体調不良者に対しては、避難所利用者登録票の裏面「本人からの申告・聞き取り事

項など」の欄に、計測した体温や聞き取った体調について受付で記入する。 

(16 ページの裏面記入例参照)  

２ 滞在場所(駐車スペース)の決定 
□ 避難者が少なければ、施設の駐車場の中で指定する。 

 ※状況に応じて、駐車スペースが変更となる可能性がある旨を伝える。 

□ 避難所の施設管理者がいれば、グラウンド等への駐車について協議する。 

□ 避難所利用者登録票の「滞在を希望する場所」欄の「③車両」を「避難所を利用

する人」「場所」の欄に番号を記入し、割り当てた駐車スペースのなるべく詳し

い位置と車のナンバーを記入する。(16 ページの表面記入例参照) 

３ 注意喚起 
□ 車中泊をする上での注意点について説明する。 

・エコノミークラス症候群対策をはじめ、体調管理に留意すること。 

・排気ガスによる健康被害を防ぐため、エンジンをかけたままにしない。 

   ・車内は、夏は非常に高温に、冬は非常に低温になるため、車内環境に気を 

付ける。 

・バッテリーが上がらないように気を付ける。 

・車を離れるときは車上狙いに遭わないよう、必ず施錠する。 
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避難スペースのレイアウトについて 

密集・密接を避けるため、従来とは異なるレイアウトが必要です。 

ダンボール間仕切りやダンボールベッドなど、大型の資機材は当初から避難所 

に用意がないため、養生テープなどを活用したゾーニングが必要です。 

1 避難スペースのゾーニング 

□ 17 ページの「避難スペースレイアウト案」を参考に、避難者(世帯)同士の間隔が

２メートル以上空くように配置する。 

※感染症セットコンテナ内にある廃棄ホースに２メートル間隔でマーキングして 

あるので活用してください。 

□ 避難者が増えてきたら、適切に密集を回避するため、養生テープを貼ったり、 

フォールディングマットやブルーシートを配置するなどして分かりやすく示す。 

※ただし、高齢者や障がい者等の要配慮者に優先的に配付する物品を考慮する。 

 例 ダンボールベッド 簡易ベッド等 

□ 避難者が増え、２メートルの距離の確保が困難になってきたら、ダンボール間仕切

り等、ゾーニング用の資機材の活用や、他の避難所への誘導が必要となるため、災

害対策本部に相談する。 

２ ゾーニング用資機材の設営 

□ ダンボール間仕切り（マジックパネル）の組み立て方法は、 21 ページを参照。 

□ ワンタッチパーテーション（防災ルーム）の組み立て方法は、 22 ページを参照。 

□ ダンボールベッド（Ｅベッド＋）の組み立て方法は、 23 ページを参照。 

３ 身近にあるものの活用 

□ 24 ページの「 ダンボールを使った間仕切り等の作成方法」を参照。 

４ 良好な環境の確保 

□ 避難スペースの換気は、常時若しくはこまめ ( １時間に２回程度 ) に行う。 

□ 施設にある備品(扇風機等)を活用し、暑さ寒さ対策に努める。
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消毒・清掃について 
新型コロナウイルスは「接触」か「飛沫」により感染します。感染予防に 

は、ウイルスを含む飛沫やウイルスの付着した手などが、目・鼻・口の粘膜 

と接触することを防ぐことが重要なポイントとなります。 

1 こまめな消毒 
□ 受付時に避難者が使用した筆記用具、受付台等は使用毎に消毒を行う。 

□ 多数の者が触れる個所は、定期的(少なくとも１時間に１回程度)に、 

消毒を実施する。 

２ 消毒方法 
□ 必ず感染症対策用物品を着装したまま消毒を行う。 

□ 備蓄されたアルコール製剤入りの消毒液用ボトルを使用し、消毒する場所に 

噴霧し、ペーパーティッシュ等で一方向へ拭き取る。 また必要であれば、 

次亜塩素酸消毒液を使用し消毒する。 

※備蓄している消毒液は、噴霧すると極めて短い時間で菌やウイルスを 

除菌する。 

□ 消毒に用いたティッシュ等は、すぐにゴミ袋に入れて密封する。 

□ 消毒後は必ず手を洗う。 

３ 施設内の消毒場所 
□ ドアノブ、手すり、照明のスイッチ、トイレのふた、椅子、机など 

□ 万一備蓄品以外の消毒剤を使用する場合は、製品に記載されている「使 

用上の注意」をよく読んでから使用する。 

４ 避難所閉鎖時の清掃と消毒について 
□ 消毒を始める前に、換気を継続しながらゴミやホコリを取る清掃を行う。 

□ 消毒方法は上記の２と同様に、消毒場所は上記の３に加えて避難スペー 

スの床や壁などについても、可能な範囲で消毒を実施する。
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