
避
難
所
運
営
に
は
常
日
頃
の

準
備
・
訓
練
が
大
切
で
す

　

避
難
所
は
在
宅
避
難
者
の
支
援

も
含
め
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

場
と
な
り
ま
す
。
発
災
直
後
に

は
、
住
民
自
治
に
よ
る
迅
速
な
取

り
組
み
が
重
要
と
な
る
こ
と
か

ら
、
避
難
所
は
原
則
と
し
て
、
住

民
の
自
主
運
営
と
し
ま
す
。
し
か

し
、
準
備
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば

ス
ム
ー
ズ
な
避
難
所
運
営
は
で
き

ま
せ
ん
。
市
で
は
避
難
所
運
営
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
や
避
難
所
運
営

ゲ
ー
ム
（
Ｈ
Ｕ
Ｇ
）
の
サ
ポ
ー
ト

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
や

他
団
体
主
催
の
防
災
訓
練
・
講
演

会
に
つ
い
て
も
随
時
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

避難所開設
準備・開設

運営体制
づくり

避難所
運営

避難所の
安定化

・準備のための開錠
・受入準備（安全点検など）
・レイアウトづくり
・�避難者への開設・受付開始
（避難者数把握（名簿づくりなど））
・居住スペースへの誘導と割り振り

・運営委員会の設置
・�会議の開催【代表者会議、班別会議
（�総務班、情報班、被災者管理班、施
設管理班、食料物資班、救護班、衛
生班、ボランティア班など）】

・行政との連絡体制の確立
・在宅避難者への対応
・避難行動要支援者への支援
・物資確保

・ルールの確立
・生活支援
・常用医薬品の確保
・居場所づくり
・プライバシー確保対策
・管理（衛生・食事・健康）の徹底
・相談体制の確保
・こころのケア（遺族含む）

避
難
所
開
設
・
運
営
の
流
れ

　

台
風
な
ど
の
と
き
に
一
時
的
に

避
難
所
に
避
難
す
る
場
合
で
は
な

く
、
一
定
期
間
避
難
所
で
生
活
す

る
場
合
の
避
難
所
開
設
や
、
運
営

の
流
れ
は
表
の
と
お
り
で
す
。

避
難
所
の
運
営
は
、

地
域
の
み
ん
な
で

　

地
震
や
津
波
、
洪
水
、
土
砂
災

害
で
自
宅
が
流
失
、
損
壊
し
て
し

ま
う
な
ど
自
宅
で
生
活
で
き
な
く

な
っ
た
場
合
、
多
く
の
か
た
は
市

が
開
設
す
る
避
難
所
で
の
生
活
を

強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

避
難
所
生
活
で
避
難
者
は
お
客

さ
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
避
難
者

自
身
も
積
極
的
に
避
難
所
運
営
に

関
わ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

熊本地震における避難所の様子

運 営 の 流 れ
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一
人
一
人
が
備
え
て
こ
！
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せ
な
い
子
に
育
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
大
人
は
周
り
の
人
が

困
る
こ
と
や
、
危
険
な
こ
と
は
止

め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
子
ど

も
は
、
自
分
の
思
い
通
り
に
い
く

こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
経
験
も
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
時

は
大
泣
き
を
し
た
り
反
抗
し
た
り

す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の

や
り
と
り
が
と
て
も
大
切
で
す
。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
自
分
の

思
い
を
は
っ
き
り
認
識
し
た
り
、

自
分
と
は
違
っ
た
考
え
が
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
り
、
社
会
の
ル
ー
ル

や
マ
ナ
ー
を
教
わ
っ
た
り
し
て
い

き
ま
す
。

　
自
分
の
思
い
を
受
け
止
め
て
も

ら
っ
た
り
、
思
い
が
通
ら
ず
泣
い

た
り
、
そ
う
し
た
経
験
を
重
ね
な

が
ら
、
自
分
の
思
い
を
周
り
の
人

に
伝
え
る
力
や
自
分
以
外
の
考
え

の
人
と
の
折
り
合
い
の
付
け
方
を

学
ん
で
い
く
の
で
す
。
じ
っ
く
り

関
わ
っ
て
あ
げ
た
い
で
す
ね
。

　
子
ど
も
に
は
、
何
を
言
っ
て
も

﹁
い
や
﹂
と
言
う
時
期
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
﹁
い
や
い
や
﹂
が
自

己
主
張
の
始
ま
り
で
す
。
反
抗

期
と
呼
ば
れ
る
２
～
３
歳
頃
が
一

番
顕
著
に
現
れ
ま
す
。
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
で
も
﹁
何
で
も
﹃
い

や
﹄
と
言
っ
て
、
い
う
こ
と
を
聞

か
な
い
ん
で
す
！
﹂
と
困
っ
て
い

る
パ
パ
や
マ
マ
が
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。

　
自
己
主
張
と
は
、
幼
児
期
で
は

自
分
の
理
解
で
き
る
こ
と
や
、
自

分
で
で
き
る
こ
と
が
増
え
自
分
が

何
を
し
た
い
の
か
、
ど
う
し
た
い

の
か
が
は
っ
き
り
し
て
き
て
、
自

分
な
り
の
意
思
を
周
り
の
人
に
表

現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

意
欲
や
関
心
の
育
ち
の
表
れ
と
も

言
え
ま
す
が
、
対
処
に
手
こ
ず
る

パ
パ
、
マ
マ
が
多
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
こ
の
時
に
大
人
が
威
圧

的
に
叱
り
飛
ば
し
た
と
し
た
ら
、
子

ど
も
は
恐
怖
か
ら
自
分
の
思
い
を
出
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