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応急手当普及啓発活動の現状と課題⑧

-北九州市消防局を取材して-

基礎医学講座

工ビデンスに基づいた感染予防
川崎医科大学救急医学石原諭

財団法人救急振興財団
本誌は、宝くじの普及宣伝事業として作成されたものです。
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北九州市消防局の応急手当普

シンボルマーク

~トリプルハート ~
‘'救命の連鎖である、早い通報・早い応急手当・早い救命処置を表している0

・市民と救急隊との連携の必要性を表している。

・ハート(命・心)を助けたいとの思い。

・地域(北九州市)に貢献したいとの思い。

特集「応急手当普及啓発活動の現状と課題⑧J(詳細p.8)
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「北九州市救命ボランティアの会』概念図

〈北 九州市消防局 〉

救護活動

北九州市救命ボランティアの会

応急手当の普及啓発等への参加
自主的なボランティア活動

救命講習会等の実施

く市民の救命率の向上〉

防災訓練

4 



ボランティア活動時の流れ

各区消防署

防災訓練情報 講習会情報

ボランティアの会各支部

参加希望 仏 寸 連絡者の選定

登 録 会 員

参加者

救護活動 防災訓練等

Aボランティアク‘ッズ 企防災訓練での救護活動

A講習会指導の様子

民
.
V



σ
3
 

患 { 崎 潤 淵

持 沖 川 ω'持 沖 臥 W 判 州 剃 遣 事 ヨ



去
る
八
月
八
日
付
で
救
急
振
興
財
団
理

事
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
当
財
団
は
、
消

訪
機
関
の
救
急
救
命
士
の
養
成
を
主
た
る

目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま

す
が
、
既
に
当
財
団
研
修
所
卒
業
者
の
救

急
救
命
士
国
家
試
験
合
格
者
の
数
は
、
八

千
七
百
余
名
に
達
し
て
お
り
ま
す
。
国
民

の
生
命
・
身
体
の
安
全
を
守
る
救
急
業
務

に
い
さ
さ
か
の
貢
献
を
し
て
参
り
ま
し
た

当
財
団
の
管
理
運
営
に
携
わ
ら
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
、
非
常
に
責
任
の
重
さ

を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

救
急
業
務
が
市
町
村
の
消
防
機
関
の
事

務
と
し
て
法
制
化
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
八

年
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
今
日
に
至

る
ま
で
の
四
十
年
の
問
、
救
急
業
務
の
著

し
い
進
展
と
質
的
水
準
の
飛
躍
的
向
上
に

は
呂
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

争巻頭のことぱ

就

男
一
一
一
』
擦
家

佐
野

徹
治

財
救
急
振
興
財
団
理
事
長

ま
た
、
最
近
の
世
論
調
査
(
内
閣
府
政

府
広
報
室
が
実
施
し
た
「
消
防
・
救
急
に

関
す
る
世
論
調
査
」
)
を
み
ま
し
で
も
、

財
政
負
担
を
前
提
と
し
て
、
「
高
齢
化
の

進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
、
出
動
件
数
の

増
加
に
対
応
で
き
る
救
急
体
制
を
充
実
す

る
必
要
が
あ
る
」
と
の
意
見
に
つ
い
て
、

賛
成
(
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
賛
成
を
含

む
。
)
が
九
一
・
三
%
と
、
将
来
の
救
急

要
請
の
増
加
に
合
わ
せ
た
救
急
体
制
の
整

備
に
高
い
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
消
防
・
救
急
が
今
後
力
を
入

れ
る
こ
と
の
中
で
、
「
医
療
行
為
の
一
部

で
あ
る
高
度
救
急
救
命
処
置
が
実
施
で
き

る
救
急
活
動
」
が
高
い
地
位
を
占
め
て
お

り
、
救
急
業
務
の
高
度
化
に
対
す
る
期
待

が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
見
受
け
ら
れ
ま

す。
」
の
よ
う
な
期
待
に
応
え
る
べ
く
、
傷

病
者
に
対
す
る
プ
レ
ホ
ス
ピ
タ
ル
・
ケ
ア

(
救
急
現
場
及
ぴ
搬
送
途
上
に
お
け
る
応

急
処
置
)
の
充
実
を
図
る
こ
と
は
、
ま
す

ま
す
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
と

思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
た
び
、
救
急
救
命

士
制
度
創
設
以
来
の
懸
案
で
あ
り
ま
し
た

救
急
救
命
士
の
処
置
範
囲
拡
大
に
つ
い

て
、
国
を
は
じ
め
、
消
助
機
関
、
医
療
機

関
等
関
係
の
方
々
の
ご
努
力
に
よ
り
、
本

年
四
月
か
ら
包
括
的
な
指
示
に
よ
る
除
細

動
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
気
管
挿
管
に
つ

い
て
は
、
来
年
七
月
の
実
施
を
目
指
し
、

諸
般
の
準
備
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
ま

し
て
、
さ
ら
に
傷
病
者
の
救
命
効
果
が
上

が
る
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
民
の
生
命
・
身
体
の
安
全
を
守
る
救

急
業
務
は
、
今
や
国
民
生
活
に
な
く
て
は

な
ら
な
い
重
要
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
な
っ

て
お
り
、
今
後
と
も
そ
の
内
容
の
充
実
と

高
度
化
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
く
も
の
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
当
財
団
と
い
た
し
ま

し
で
も
、
こ
の
よ
う
な
要
請
を
踏
ま
え
、

救
急
救
命
士
の
養
成
に
つ
い
て
更
な
る
充

実
に
努
め
ま
す
と
と
も
に
、
広
く
住
民
に

よ
る
応
急
手
当
を
行
う
こ
と
の
大
切
さ
、

重
要
性
を
一
層
認
識
し
て
も
ら
う
た
め
の

地
方
公
共
団
体
等
の
普
及
啓
発
活
動
へ
の

支
援
や
救
急
業
務
の
充
実
強
化
に
関
す
る

調
査
研
究
等
に
力
を
注
ぐ
こ
と
な
ど
も
大

き
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
関
係
機
関
及
び
関
係
者
の

皆
様
方
の
一
一
層
の
ご
指
導
・
ご
支
援
を
賜

り
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ

ま
し
て
、
就
任
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま

す。

7 



ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

議
事

謡輔EE
監理

ー
北
九
州
市
消
関
届
を
取
材
し
て
!

文
ー
ー
編
集
室

も
し
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た

5
、
行
政
機
関
の
力
だ
け
で
対
応
す
る
に
は
限
界
が
あ
る
た
め
、
地
域
の
住
民

が
互
い
に
協
力
し
合
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
降
、
先
口
消
紡
機
関
に
お
い
て
も
「
自
主

防
災
組
織
」
の
整
備
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

今
回
訪
れ
た
北
九
州
市
で
は
、
本
年
四
月
に
「
北
九
州
市
救
命
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
」
を
発
足
さ
せ
、
応
急
手

当
の
普
及
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
地
域
に
根
付
い
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
し
て
「
自
分
の
地
域
は
自
分
で

守
る
」
と
い
う
「
自
主
防
災
意
識
」
の
醸
成
に
も
力
を
注
い
で
い
る
口

消
防
と
市
民
の
聞
を
取
り
持
つ
「
北
九
州
市
救
命
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
」
の
活
動
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
お

話
を
う
か
が
っ
た
。

盟
北
九
州
市
救
命
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
の
概
要
瞳

こ
の
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
字
を
目
標
に
応

急
手
当
の
普
及
を
図
っ
て
き
ま
し
た
が
、
今
年
度
中

に
目
標
値
が
達
成
さ
れ
る
た
め
、
今
後
は
よ
り
市
民

の
立
場
に
た
っ
た
普
及
啓
発
を
実
施
し
て
い
く
こ
と

と
し
て
救
命
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
を
発
足
し
ま
し

た。野
上
平
成
一
四
年
九
月
に
こ
れ
ま
で
普
通
救
命
講

習
を
受
講
さ
れ
た
一
般
の
方
五

0
0
名
に
、
こ
う
い

っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
発
足
さ
せ
て
み
た
い
が
ど
う

か
と
い
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
一

O
五
名
の
方
か
ら
快
諾
を
得
ら
れ
ま
し
た
。
応
募
さ

1
1
1
発
足
ま
で
の
経
緯
巴
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ

ーし宮
生
平
成
五
年
に
消
防
庁
か
ら
応
急
手
当
の
普
及

啓
発
が
示
さ
れ
ま
し
て
、
そ
の
報
告
書
の
中
に
、
成

人
人
口
の
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
が
心
肺
蘇
生
法
の
訓
練

を
受
け
て
い
れ
ば
、
院
外
心
停
止
患
者
の
死
亡
率
は

有
意
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ア
メ
リ

カ
で
の
調
査
結
果
が
あ
り
ま
し
た
。

8 政宗教命第11号

宮
生
直
明

北
九
州
市
消
防
局
吉
町
部

救
急
救
助
課
長

北
九
州
市
消
防
局
警
防
部

救
急
救
助
課
救
急
係
長

北
九
州
市
消
防
局
警
防
部

救
急
救
助
課
救
急
係

北
九
州
市
救
命
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会

小
倉
北
支
部

野
上
和
秀

山
本
田
典

宮
崎
真
弓

れ
た
方
々
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
や
り
た
い
と
い
う
前

向
き
な
気
持
ち
を
持
っ
て
参
加
し
て
く
れ
た
方
ば
か

り
で
す
の
で
、
そ
の
年
の
一

O
月
に
は
説
明
会
を
聞

き
、
二
一
月
か
ら
は
指
導
者
と
し
て
普
及
員
資
格
取

得
の
た
め
の
講
習
を
実
施
し
て
、
今
年
の
四
月
二

O

日
に
発
足
式
を
行
い
ま
し
た
。

i

i
運
営
は
消
防
局
、
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

野
上
消
防
局
と
し
て
は
、
あ
る
程
度
会
が
で
き
あ

が
る
ま
で
の
準
備
は
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
運
営

は
自
主
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
す
。
会
長
の
も



と
、
七
支
部
そ
れ
ぞ
れ
に
支
部
長
が
い
ま
す
の
で
、

今
の
と
こ
ろ
は
支
部
単
位
で
活
動
し
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

宮
生
発
足
式
以
降
、
各
支
部
長
が
集
ま
り
役
員
会

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
主
た
る
目
的
は
各
支
部
聞
の

意
見
交
換
と
消
防
と
の
申
し
合
わ
せ
事
項
の
確
認
で

す。
ー

l
ム
苔
買
は
、
主
に
ど
う
い
う
方
、
か
参
加
さ
れ
て
い

ま
す
か
。
会
員
の
構
成
、
男
女
比
や
年
齢
、
職
業
等

区
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

山
本

平
均
年
齢
は
五
三
歳
で
、
構
成
比
は
男
性
が

四
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
性
が
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
若

干
女
性
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
会
社
員
か
ら
主

婦
、
医
療
従
事
者
な
ど
幅
広
い
職
種
の
方
々
に
参
加

し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

野
上
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集
に
つ
き
ま
し
て
は
、

発
足
当
初
か
ら
案
内
を
市
政
だ
よ
り
に
出
し
た
り
、

広
報
チ
ラ
シ
を
出
し
た
り
し
て
い
ま
す
の
で
、
現
在

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
数
は
一
一
五
名
と
当
初
よ
り

増
え
て
き
て
い
ま
す
。
今
後
は
各
署
単
位
で
も
呼
び

か
け
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
消
防
署
の
ホ
l
ム
ペ

ー
ジ
で
の
募
集
を
考
え
て
い
ま
す
。

j

i
四
月
に
発
足
さ
れ
だ
わ
け
で
す
、
か
、
去
年
と
出

べ
て
講
習
会
の
数
や
受
講
者
数
は
い
か
が
で
す
か
。

野
上
回
数
自
体
は
そ
ん
な
に
変
わ
り
な
く
、
受
講

者
数
も
年
間
二
万
人
を
少
し
超
え
る
ぐ
ら
い
に
な
る

と
思
い
ま
す
が
、
今
ま
で
救
急
隊
員
三
名
で
行
っ
て

い
た
講
習
を
二
名
に
し
て
、
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
を

増
や
し
て
い
ま
す
の
で
、
講
習
会
に
参
加
し
て
い
る

指
導
者
は
増
え
充
実
し
て
き
で
い
ま
す
。

i

l救
命
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
の
活
動
P
R
の
面
で

は
い
か
が
で
す
か
。

宮
生
全
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
で
活
動
し
て
い

る
と
こ
ろ
は
他
に
は
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
れ

か
ら
も
っ
と
宣
伝
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
を
盛
り

立
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

山
本
皆
さ
ん
本
当
に
自
主
的
に
参
加
し
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
の
で
、
私
た
ち
も
び
っ
く
り
す
る
く
ら

い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
が
旺
盛
で
す
。

自
主
防
災
と
い
う
考
え
万

l
i救
命
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
、
か
発
足
し
て
活
動
、
か

始
ま
っ
て
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
効
果
、
か
出
て
い
ま
す

か。野
上
講
習
会
に
参
加
さ
れ
る
方
に
変
化
が
見
ら
れ

る
よ
う
で
す
。

例
え
ば
学
校
で
あ
れ
ば
、
今
ま
で
は
消
防
職
員
が

出
向
い
て
指
導
す
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
ま
し
た

が
、
そ
こ
に
一
般
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
が
参
加
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
命
講
習
自
体
を
身
近
に
感
じ

て
も
ら
え
て
、
熱
心
に
取
組
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

山
本
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
は
、
主
に
自
分
が

住
ん
で
い
る
地
域
で
活
動
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
地
域
の
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に

携
わ
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
理
由
か
ら
で
す
。

従
来
で
あ
れ
ば
、
消
防
署
に
申
し
込
ん
で
、
消
防

職
員
が
行
っ
て
指
導
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
役
所

と
受
講
者
の
聞
に
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
が
入

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
指
導
者
と
受
講
者
は
顔
見
知
り

と
い
う
場
合
も
多
々
あ
り
ま
す
の
で
、
受
講
も
よ
り

熱
心
に
な
り
ま
す
し
、
中
身
も
充
実
し
ま
す
。

A 山本さん
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宮
生
現
在
、
消
防
機
関
で
は
、
災
害
が
起
こ
っ
た

と
き
に
自
主
防
災
組
織
を
い
か
に
作
る
か
が
一
つ
の

課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の

際
、
隣
近
所
が
助
け
合
い
、
そ
れ
で
命
が
助
か
っ
た

人
も
多
い
と
い
う
こ
と
で
、
希
薄
に
な
っ
た
地
域
の

つ
な
が
り
の
中
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
入
っ
て

も
ら
っ
て
、
自
主
防
災
の
精
神
の
も
と
に
地
域
の
関

係
を
強
め
て
い
っ
て
い
た
だ
い
て
、
将
来
的
に
は
こ

の
会
が
応
急
手
当
の
み
で
は
な
く
、
実
際
に
災
害
が

起
こ
っ
た
と
き
に
一
緒
に
救
護
活
動
を
や
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
い
う
願
い
も
込
め
て
、
救
命
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
協
力
と
育
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

1

1

災
害
時
の
救
護
活
動
は
、
救
命
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
会
と
し
て
も
白
主
的
巳
集
ま
っ
て
救
護
活
動
を
す

る
形
巴
し
だ
い
と
い
う
お
考
え
で
す
か
。

宮
生
地
域
で
起
こ
っ
た
災
害
に
対
し
て
地
域
の
人

た
ち
が
助
け
合
う
と
い
う
の
は
自
然
な
こ
と
で
す
。

例
え
ば
水
害
が
あ
っ
て
浸
水
し
た
と
き
に
動
け
な
い

人
を
誰
が
助
け
る
か
と
い
っ
た
ら
、
動
け
る
人
が
助

け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
、
そ
の
場
合
に
は
地

域
の
状
況
を
一
番
知
っ
て
い
る
人
が
適
任
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。

当
市
で
は
平
成
一

O
年
か
ら
、
消
防
署
や
消
防
出

張
所
の
消
防
隊
が
小
学
校
区
や
自
治
会
を
単
位
と
し

た
担
当
区
を
決
め
、
地
域
の
安
心
と
安
全
に
関
わ
る

「
地
区
安
全
担
当
制
度
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ

こ
の
地
域
の
活
動
を
消
防
と
町
内
会
が
一
緒
に
な
っ

て
取
組
む
こ
と
に
よ
り
町
内
会
と
の
つ
な
が
り
を
作

り
、
地
域
の
災
害
弱
者
と
い
わ
れ
る
方
の
所
在
を
把

握
し
て
、
大
災
害
だ
け
で
な
く
火
事
の
と
き
に
も
一

緒
に
避
難
し
て
も
ら
う
と
い
っ
た
行
動
に
つ
な
が
れ

ば
良
い
と
思
い
ま
す
。

i
l
i実
際
巴
災
害
、
か
起
こ
つ
だ
と
き
巴
実
践
的
区
活

動
で
き
る
ス
キ
ル
の
維
持
と
責
任
感
を
平
素
か
ら
持

続
し
て
お
<
必
要
、
が
あ
る
と
思
い
ま
す
、
か
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
々
巴
は
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
な
さ

っ
て
い
ま
す
か
。

野
上
通
常
は
普
通
救
命
講
習
の
講
義
に
接
し
て
い

た
だ
い
て
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
で
す
が
、
実
践
的
な
取

組
み
と
し
て
は
、
九
月
一
日
の
防
災
の
日
な
ど
に
地

域
全
体
で
防
災
訓
練
を
行
い
ま
す
の
で
、
こ
う
い
っ

た
訓
練
が
あ
る
と
き
は
声
を
か
け
て
一
緒
に
参
加
し

て
い
た
、
だ
い
て
、
救
護
所
を
作
っ
て
患
者
搬
送
な
ど

の
活
動
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
年
の
門
司
港
の
花
火
大
会
で
は
、
け
が

や
迷
子
な
ど
、
応
急
手
当
だ
け
で
な
く
そ
れ
を
通
じ

た
救
護
活
動
に
前
向
き
に
参
加
し
た
い
と
い
う
話
が

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
か
ら
出
さ
れ
ま
し
て
、
実
際
に

警
備
に
入
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

地
域
に
何
ら
か
の
形
で
貢
献
す
る
と
い
う
意
味
で

は
、
救
護
所
を
設
置
し
て
維
持
し
て
い
る
と
い
う
こ

A野上部長

救京救命第11号 10

と
だ
け
で
も
周
り
は
安
心
し
ま
す
し
、
こ
う
い
っ
た

活
動
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
存
在
意
義
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ー
ー
今
後
の
展
望
等
巴
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ

t
i
v
 

宮
生
応
急
手
当
の
普
及
啓
発
は
救
急
業
務
の
一
っ

と
と
ら
え
て
お
り
、
そ
こ
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
に

入
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
の
市
民

に
応
急
手
当
を
身
に
つ
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
。
た
だ
救
急
医
療
に
関
す
る
知
識
や
手
技

は
早
い
ス
ピ
ー
ド
で
変
わ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
一
回

教
え
た
か
ら
そ
れ
で
済
む
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
情
報
を
ど
ん

ど
ん
提
供
す
る
中
で
、
「
消
防
さ
ん
い
い
で
す
よ
、

私
た
ち
が
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
な
る
の
が
理
想
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
こ
う
い
っ
た
地
域
に
根
付
い
た
活
動
が
で
き

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
い
て
は
今
後
思
わ
ぬ
大
災
害

に
対
し
て
も
備
え
が
で
き
れ
ば
良
い
と
考
え
て
い
ま

す。



北九州市救命ボ、ランティアの会活動実績
(応急手当講習会参加分のみ)

5 月 6 月 7 月 d口企入 計

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数

門司 。。 2 5 10 6 12 

小倉北 O 。。。2 11 2 11 

小倉南 3 7 5 22 9 30 

八播西 2 7 11 24 14 22 27 53 

八幡東 O 。3 6 3 12 6 18 

戸畑 O O 。。O O 。O 

若松 。O 4 4 2 2 6 6 

合計 3 8 22 43 31 79 56 130 

1 北九州市総合防災訓練に、救護活動で参加

2 関門海峡花火大会の応急救護所にて活動

3 救急の日」及び「救急医療週間Jの啓発イベントに

参加

その他

活動内容 対 象 活動内容 対 象

1 市防災訓練 15 普通救命講習 ブール監視員

2 救急教室 高校生 16 普通救命講習 福祉関係者

3 普通救命講習 消防団員 17 救急教室 小学生

4 普通救命講習 高校生 18 救急教室 小学生

5 普通救命講習 中学生 19 訓練

6 救急教室 小学生 20 救急教室 小学生

7 救急教室 小学生 21 救急教室 小学生

B 普通救命講習 障害者センター職員 22 救急教室 保育所職員

9 普通救命講習 小学生 23 救急、教室 養護学校職員

10 普通救命講習 小学生 24 救急教室 小学生

11 普通救命講習 小学生 25 普通救命講習 小学生

12 普通救命講習 中学生 26 救急教室 小学生

13 普通救命講習 幼稚園職員 27 普通救命講習 福祉関係者

14 普通救命講習 福祉関係者 28 普通救命講習 福祉関係者

延べ 28田 124名

平成15年度ボランティア参加実績(発足か66月末までの 3力月)

醐
醐
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
宮
崎
さ
ん
巴
聞
き
ま
し
た
睡

ー

l
宮
崎
さ
ん
は
、
ど
う
い
っ
た
き
っ
か
け
で
こ
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
巴
参
加
さ
れ
た
の
で
す
か
。

宮
崎
私
は
以
前
、
医
療
従
事
者
と
し
て
勤
め
て
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
現
場
に
い
る
と
き
は
応
急

手
当
は
当
た
り
前
と
い
う
感
覚
が
あ
り
ま
し
た
が
、

職
場
を
離
れ
て
時
間
が
経
っ
て
し
ま
う
と
、
漠
然
と

知
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
、
い
ざ
や
れ
る
か
と
い
わ
れ

た
ら
ど
う
か
な
と
。
い
ざ
と
い
う
と
き
に
自
信
を
持

っ
て
対
処
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
思
い
か

ら
参
加
し
ま
し
た
。

ー

l
こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
区
参
加
さ
れ
だ
こ
と
で
、

宮
崎
さ
ん
の
周
り
の
万
も
講
習
を
受
け
て
み
よ
う
と

い
つ
だ
よ
う
な
変
化
は
あ
り
ま
し
だ
か
。

宮
崎
皆
さ
ん
テ
レ
ビ
の
情
報
番
組
な
ど
で
、
救
急

に
関
す
る
情
報
は
耳
に
入
っ
て
く
る
の
で
何
と
な
く

知
っ
て
は
い
る
よ
う
で
す
が
、
や
れ
る
か
と
い
わ
れ

た
ら
自
信
が
な
い
と
い
う
方
が
結
構
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
の
で
、
実
際
に
人
形
を
使
っ
て
訓
練
し
て
み
た

い
、
時
間
が
あ
れ
ば
知
っ
て
お
き
た
い
と
い
う
声
を

聞
き
ま
し
た
。

l
iー
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
万
々
の
参
加
状
況
は
い
か
、
か

で
す
か
。

宮
崎
仕
事
の
都
合
や
、
平
日
は
時
間
が
と
れ
な
い

な
ど
、
皆
さ
ん
職
業
も
様
々
で
す
か
ら
、
前
も
っ
て

講
習
会
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
送
っ
て
、
出
欠
を
採
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
私
は
小
倉
北
支
部
で
す
が
、

熱
心
に
何
回
も
来
る
方
も
い
ま
す
し
、
活
動
は
と
て

も
活
発
で
す
。

l
l、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
万
は
普
及
員
の
資
格
を
持
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
講
習
会
で
は
中
心
巴
な
っ
て
指
導

さ
れ
る
の
で
す
か
。

宮
崎
発
足
当
初
の
四
・
五
月
の
こ
ろ
は
ま
だ
雰
囲

気
に
慣
れ
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
の
で
、

救
急
隊
員
の
方
々
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
形
で
講
習
会
の

雰
囲
気
を
つ
か
ん
で
い
き
ま
し
た
。
ま
だ
中
心
に
な

っ
て
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
回
を
重
ね

る
ご
と
に
自
信
も
つ
い
て
き
ま
し
た
し
、
受
講
者
へ

の
接
し
方
も
う
ま
く
な
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

ー

l
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
一
員
と
し
て
、

を
お
聞
か
せ
<
、
だ
さ
い
。

合
後
の
展
望

宮
崎
私
は
、
「
「
人
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
は
結
果

的
に
自
分
も
助
け
て
も
ら
え
る
』
と
い
う
気
持
ち

で
、
少
し
で
も
い
い
か
ら
覚
え
て
い
っ
て
く
だ
さ
い

ね
」
と
講
習
会
で
伝
え
て
い
ま
す
。
受
講
さ
れ
た
方
々

が
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
広
め
て
い
た
だ
い

て
、
一
人
で
も
多
く
の
方
々
に
つ
な
が
っ
て
い
け
ば

良
い
と
思
い
ま
す
。

A宮崎さん
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覇
基
礎
匿
学
講
瞳

エ
ヂ
ン

に
墓
前

感
染
予
防

は
じ
め
に

病
院
前
医
療
に
お
い
て
も
治
療
の
標
準
化
の
波
は
押
し

寄
せ
て
来
て
い
る
。
現
在
、
心
肺
停
止
と
重
症
外
傷
に
対

す
る
標
準
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
普
及
啓
蒙
が
全
国
的
に
展
開
さ

れ
て
い
る
。
標
準
化
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
る
の
は
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
で
あ
り
、
例
え
ば
心
肺
停
止
の
標
準
化
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
あ
る

A
C
L
S
が
準
拠
し
て
い
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

(
い
わ
ゆ
る
の
N
C
C
C
)

は
、
米
国
心
臓
協
会
(
〉

E
q
w自

国

g
Z
〉
ωω
。
己
主
。
ロ
)
と
欧
州
蘇
生
協
議
会
(
何

5
8
0
g

H
N
2
5号
色
。
ロ

(
U
O
E
E
C
に
よ
っ
て
膨
大
な
量
の
文
献

を
検
討
し
た
う
え
で
編
纂
さ
れ
た
重
み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は
感
染
防
御
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
お

り
、
米
国
で
は
主
に
疾
患
管
理
セ
ン
タ
ー

(
C
D
C
)
の

推
奨
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
の

Ncgに
相
当
す
る
。
の
り
?

のめロ
ZHa
沙
門
口

~ωomgohoロ
可
。
-
山
口
門
同
司
円
。
〈
め
ロ
位
。
ロ
は
、

自
本
の
厚
生
労
働
省
に
相
当
す
る
ロ
o
u
ω
2
5
8件
。
片

岡

g
-
F
自
己
出
E
H
H
S
ω
2
i
B
ω

の
一
部
円
で
あ
り
、

C

D
C
が
公
表
し
て
い
る
「
病
院
に
お
け
る
隔
離
予
防
策
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
(
の
旦
仏
巳
E
O
皆
同

r
o
z
t
oロ可円ゅの
mHctcロ
ω

宮
問
。
ω
1
5
Z
)
」
は
、
文
字
ど
お
り
病
院
内
の
急
性
期
治

療
に
お
け
る
感
染
対
策
の
指
針
で
あ
る
が
、
病
院
前
医
療

に
お
い
て
も
こ
れ
を
拡
大
解
釈
し
て
適
用
で
き
る
と
こ
ろ

は
多
い
。
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
り
提
唱
さ
れ
て
い
る

「
標
準
予
防
策
」
(
日
包
含

E
F
R
E
t
oロ
)
は
、
科
学

的
根
拠
(
エ
ピ
デ
ン
ス
)
に
基
づ
い
た
医
療
現
場
で
の
具

学

4
A
m
剛

大

学
科

医

医

急

支

崎

救

砂

体
的
な
感
染
対
策
の
方
法
で
あ
る
。
疾
病
に
よ
っ
て
は
充

分
病
態
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
、
エ
ゼ

デ
ン
ス
に
関
す
る
議
論
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
般
的
な

合
意
を
得
ら
れ
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
が
推
奨
し
て
い
る
内
容
は
最
新
の
感
染
伝
播
に
関
す
る

疫
学
調
査
に
基
づ
い
て
お
り
、
非
常
に
客
観
的
な
内
容
と

な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

C
D
C
の
ホ
l
ム
ベ

I
ジ
に

公
表
さ
れ
て
い
る
隔
離
感
染
予
防
策
の
内
容
に
沿
っ
て
、

現
在
の
病
院
前
医
療
の
現
場
に
お
け
る
感
染
予
防
上
、
何

が
標
準
的
な
考
え
方
か
を
紹
介
す
る
。

歴

史
現
在
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
一
九
八
三
年

に
定
め
ら
れ
た
「
院
内
感
染
予
防
と
制
御
の
た
め
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
で
あ
る
。
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
カ
テ

ゴ
リ
ー
別
、
疾
患
別
に
感
染
対
応
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
内
容
は
当
時
の
科
学
的
根
拠
に
則
っ
た
優
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
①
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
、
疾
患
別
の
記
述
で
あ

っ
た
た
め
に
、
診
断
が
つ
い
て
始
め
て
感
染
対
策
が
必
要

な
患
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
感
染
症
対
策

を
開
始
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逸
し
て
し
ま
う
こ
と
②
診
断

が
つ
い
て
い
な
い
患
者
に
対
す
る
隔
離
対
応
が
あ
い
ま
い

で
あ
る
こ
と
③
疾
患
に
よ
り
対
応
が
異
な
る
の
で
、
対
策

の
実
施
が
煩
雑
で
あ
る
こ
と
等
の
問
題
点
が
浮
か
び
上
が

っ
た
。
そ
こ
で
、
主
に

H
I
V
(
A
I
D
S
の
原
因
ウ
イ

ル
ス
)
感
染
予
防
を
目
的
と
し
て
、
医
療
現
場
に
お
い
て

は
す
べ
て
の
患
者
の
血
液
・
体
液
は
何
ら
か
の
感
染
性
が

あ
る
と
想
定
し
た
対
応
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
提
唱
さ

れ
、
一
九
八
七
年
こ
れ
が
普
遍
的
予
防
策

(
d
E〈
2
8日

司円
2
2
t
oロ
)
と
名
付
け
ら
れ
た
。
普
遍
的
予
防
策
の
目

的
は
、
体
液
中
に
含
有
さ
れ
る
病
原
体
の
伝
播
リ
ス
ク
を

下
げ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
血
液
や
体
液
、
そ
れ
に
汚

染
さ
れ
た
器
具
、
鋭
利
な
器
具
の
取
扱
い
を
示
し
た
身
体

物
質
隔
離
策
(
出
c
身

E
Z
E
R。
r
o
E守
口
)
が
統
合

さ
れ
た
も
の
が
現
在
の
標
準
予
防
策
で
あ
る
。

標
準
予
防
策
で
は
、
診
断
や
予
想
さ
れ
る
感
染
症
の
有

無
に
か
か
わ
り
な
く
、
す
べ
て
の
患
者
に
接
触
す
る
と
き

に
行
う
べ
き
具
体
的
な
感
染
予
防
法
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
標
準
予
防
策
の
基
本
原
則
は
、
す
べ
て
の
患
者
は
何

ら
か
の
感
染
症
に
擢
患
し
て
い
る
と
仮
定
し
た
う
え
で
対

処
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
概
念
の
根

拠
と
な
る
デ
l
タ
を
表
1
に
示
す
。
表
1
A
は
救
急
外
来

を
受
診
す
る
患
者
に
お
け
る

H
I
V
揚
性
者
の
割
合
を
示

し
て
い
る
が
、
郊
外
で
も
五
%
、
都
市
部
で
は
一
割
近
く

の
患
者
が

A
I
D
S
に
感
染
し
て
い
る
。
表
1
B
は
B
型

C
型
肝
炎
の
擢
患
率
が
合
わ
せ
て
二
O
%
を
超
え
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
推
測
す
る
と
、
都

市
部
で
は
約
三
割
程
度
の
患
者
が
何
ら
か
の
体
液
で
感
染

す
る
疾
病
に
擢
患
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
米
国
で
は
医

療
人
に
と
っ
て
標
準
予
防
策
の
実
践
が
非
常
に
身
近
で
切

実
な
問
題
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
理
解
で
き
る
。

C
D
C

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
こ
の
標
準
予
防
策
を
遵
守
す
る
こ
と

が
感
染
予
防
対
策
を
成
功
に
導
く
た
め
の
最
も
重
要
な
事

項
で
あ
る
こ
と
が
複
数
の
引
用
文
献
と
と
も
に
強
調
さ
れ

て
い
る
。

一
九
九
七
年
に
改
訂
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
二
種
類

の
予
防
対
策
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
こ
れ
ま

で
述
べ
て
き
た
標
準
予
防
策
で
、
も
う
一
つ
の
骨
子
と
な

る
の
が
「
感
染
経
路
別
予
防
策
」
(
H，
SEE-ω
巳
81出
g
E

司
5
2
E
Oロ
ω)
で
あ
る
。
標
準
予
防
策
は
、
①
血
液
、
②

汗
を
黙
く
す
べ
て
の
体
液
、
③
外
傷
等
の
健
常
で
な
い
皮
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膚
、
④
粘
膜
に
適
用
さ
れ
る
。
一
方
、
感
染
経
路
別
予
防

策
は
、
感
染
力
が
強
く
標
準
予
防
策
以
上
の
対
策
を
講
じ

る
必
要
が
あ
る
病
原
体
に
よ
る
感
染
が
疑
わ
れ
る
場
合
に

特
定
の
感
染
経
路
を
断
つ
方
法
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
病

原
体
伝
播
様
式
の
う
ち
、
空
気
感
染
、
飛
沫
感
染
、
接
触

感
染
の
三
種
類
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
対
策
が
あ
り
、
感
染

経
路
が
多
岐
に
わ
た
る
場
合
は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て

適
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
標
準
予
防
策

と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

感
染
予
防
策
を
理
解
す
る
た
め
の
知
識

感
染
成
立
の
た
め
の
三
要
素

感
染
の
成
立
に
は
大
き
く
分
け
て
、
①
感
染
源
、
②

宿
主
、
③
病
原
体
の
感
染
経
路
、
と
い
う
三
つ
の
要
因

J ohn's Hopkins hospital救急外来にお

ける2523名の患者調査結果

HBV 5% 

HCV 18% 

HIV 6% 

救急外来における感染症検査陽性患者の割合

CDCによる HIV調査結果

都心部 4.1-8.9% 

郊外 0.2-6.1% 

B 

表 1

A 

Mercus et al. 

Am J Med 94: 363 -370，1993 

Kelen et al. 

New Engl J Med 326 : 1399 -1404，1992 

CDCガイドラインに基づく感染対策の概念

標準予防策 手洗い、手袋、ガウン、目の保護、汚染されたリネン、針類の処理

感染経路別予防策

接触感染個室収容を考慮、手袋

飛沫感染 個室収容もしくは距離の確保、手袋、マスク、自の保護

空気感染個室収容、独立した換気空調、 N95マスク

表 2

が
必
要
で
あ
る
。

①
感
染
源
・
・
病
原
体
の
発
生
元
を
い
う
。
病
院
前
及
び

病
院
内
に
お
け
る
病
原
体
の
源
は
患
者
、
職
員
、
時
に

周
囲
の
目
撃
者
や
見
舞
い
客
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
発
病

し
て
い
る
人
も
し
て
い
な
い
人
も
含
ま
れ
る
。
患
者
自

身
内
の
細
菌
叢
や
汚
染
さ
れ
た
環
境
が
感
染
源
と
な
る

こ
と
も
あ
る
。

②
宿
主
・
・
病
原
体
に
対
す
る
抵
抗
力
は
著
し
い
個
人
差

が
あ
る
。
同
じ
病
原
体
に
暴
露
さ
れ
た
と
し
て
も
、
発

病
に
至
ら
な
い
人
、
無
症
候
性
キ
ャ
リ
ア
に
な
る
人
、

発
病
す
る
人
等
、
様
々
で
あ
る
。
年
齢
、
基
礎
疾
患
、

抗
生
剤
や
ス
テ
ロ
イ
ド
、
免
疫
抑
制
剤
等
の
薬
物
投

与
、
放
射
線
治
療
、
手
術
、
留
置
カ
テ
l
テ
ル
等
の
侵

襲
的
検
査
処
置
な
ど
が
宿
主
の
感
染
に
対
す
る
抵
抗
性

に
大
き
く
関
与
す
る
。

③
伝
播
経
路
・
・
病
原
体
は
い
く
つ
か
の
ル

l
ト
を
通
つ

て
生
体
に
侵
入
す
る
。
伝
播
に
は
接
触
、
飛
沫
、
空
気
、

一
般
媒
介
物
、
病
原
体
媒
介
動
物
に
よ
る
感
染
と
い
う

五
つ
の
主
要
経
路
が
あ
る
(
表
2
)
。

A

接
触
感
染

直
接
接
触
感
染
l

i

皮
膚
同
士
が
直
接
接
触
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
病
原
体
が
伝
播
す
る
。

間
接
接
触
感
染
l
l
l手
洗
い
や
手
袋
交
換
を
行
わ
ず

に
複
数
患
者
に
接
触
し
た
場
合
等
医
療
者
が
媒
介

と
な
る
。

B

飛
沫
感
染

理
論
的
に
は
接
触
感
染
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
が
、

直
接
感
染
で
も
間
接
感
染
で
も
な
い
の
で
一
つ
の
伝
播

形
式
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
飛
沫
(
巳
5
1
2
)

は
咳
験
、
ク
シ
ャ
ミ
、
会
話
、
口
腔
や
気
管
内
吸
引
な

ど
の
際
に
キ
ャ
リ
ア
や
感
染
者
か
ら
飛
散
さ
れ
る
。
感

染
源
か
ら
放
出
さ
れ
た
病
原
体
を
含
む
飛
沫
が
大
気

(約一

m
以
内
)
を
介
し
て
宿
主
の
結
膜
、
鼻
粘
膜
や

口
腔
内
に
至
っ
た
と
き
に
感
染
が
成
立
す
る
。
飛
沫
は

大
気
中
を
浮
遊
し
続
け
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
飛
沫
感

染
を
防
ぐ
た
め
の
特
殊
な
空
調
や
換
気
は
必
要
と
し
な

い
。
飛
沫
感
染
は
空
気
感
染
と
混
同
し
て
は
な
ら
な

B
V
 

C

空
気
感
染

感
染
源
の
患
者
か
ら
発
生
し
た
小
水
滴
は
、
水
分
が

蒸
発
す
る
と
核
と
呼
ば
れ
る
病
原
体
を
含
む
径
五
畑
以

下
の
微
粒
子
だ
け
が
残
存
す
る
。
空
気
感
染
は
、
こ
の

核
が
長
時
間
大
気
中
を
浮
遊
す
る
こ
と
や
感
染
性
物
質

を
含
ん
だ
粉
塵
が
散
布
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
。

微
生
物
は
気
流
に
乗
っ
て
拡
散
し
、
感
染
源
の
患
者
と

同
室
内
の
宿
主
が
吸
入
し
た
り
、
時
に
長
距
離
を
隔
て

た
宿
主
も
吸
入
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
空
気
感
染
を
紡
ぐ

た
め
に
は
特
殊
な
空
調
や
換
気
が
必
要
と
な
る
。
空
気

感
染
す
る
微
生
物
は
結
核
菌
、
風
疹
水
痘
ウ
イ
ル
ス
な

ど
が
あ
る
。

D

そ
の
他

そ
の
他
の
感
染
経
路
と
し
て
、
一
般
媒
介
物
感
染
や

病
原
体
媒
介
動
物
に
よ
る
感
染
な
ど
が
あ
る
。
前
者

は
、
汚
染
さ
れ
た
食
べ
物
や
水
、
薬
剤
、
機
器
に
よ
っ

て
微
生
物
が
媒
介
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
後
者
は
、
蚊
、

蝿
、
鼠
や
他
の
中
間
宿
主
(
昆
虫
が
多
い
)
が
微
生
物

を
媒
介
す
る
こ
と
を
い
う
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
感
染

様
式
を
詳
述
し
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
感
染
経
路
に
対
し

て
予
訪
策
が
存
在
す
る
。

2

隅
離
予
防
策
の
実
践

①
手
洗
い
、
手
袋

患
者
に
接
触
し
た
と
き
、
血
液
、
体
液
、
分
泌
液
や
汚

染
さ
れ
た
機
器
に
接
触
し
た
後
は
、
で
き
る
だ
け
迅
速
か

っ
徹
底
的
に
手
洗
い
を
励
行
す
る
こ
と
は
感
染
制
御
と
隔

離
予
防
上
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
さ
ら
に
手
袋
着
用

は
病
原
体
の
伝
播
リ
ス
ク
を
下
げ
る
た
め
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。

手
袋
着
用
に
は
三
つ
の
重
要
な
理
由
が
あ
る
。

川
医
療
者
が
感
染
源
の
患
者
か
ら
発
生
す
る
病
原
体

に
直
接
暴
露
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
血
液
中
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表 3 CDC隔離予防策による推奨事項

1.管理部門の制御

A.教育
患者、職員、訪問者に感染予防の知識や実践に関する教育システム

を確立する。(カテゴリー 1B) 

B.予防策の遵守
定期的に感染予防策に準拠した改善の程度を評価する。(カテゴリ

-1 B) 

II.標準予防策
すべての患者ケアにおいて標準予防策を適応する。(カテゴリー 1B) 
A.手洗い

手袋着用の有無に関わらず血液、体液、分泌液、汚染された物品に

接触した後手洗いを励行する。手袋着脱前後すぐ、複数患者接触時、

他の患者や環境に微生物を伝播させてしまうことを避けたいときに手

洗いを行う。同一患者でも異なる身体部位の交差感染を避けるために

一処置一手洗いが必要である。(カテゴリー 1B) 

(2) 通常の手洗いには抗菌剤を含まない石けんを用いる。(カテゴリ

-1 B) 
(3) 感染対策プログラム上で定義された特殊な状態(例えば特定の起

炎菌による肺炎が多発するいわゆるアウトブレイクの状態など)で

は抗菌薬や速乾性の消毒薬を用いる。(カテゴリー 1B) 

B.手袋
血液、体液、分泌液や汚染された機器に接触する際は手袋を着用す

る。(非滅菌手袋が適切)粘膜や健常でない皮膚に接触する直前に手

袋を着用する。微生物を高濃度で含有しているかもしれない物品に接

触した後は同一患者でも各処置の間隙には手袋を交換する。使用後は

汚染されていない物品に接触する前、他の患者に接触する前に手袋を

除去し、患者や周囲に微生物を伝播させることを避けるために即座に

手洗いをする。(カテゴリー 1B) 
C.マスク、眼球保護、顔面保護

血液、体液、分泌液を飛散する可能性のある処置や患者ケア中は、

眼、鼻、口の粘膜を保護するためにマスク、ゴーグJレ、顔面シールド

を着用する。(カテゴリー 1B) 
D.ガPウン

血液、体液、分泌液を飛散する可能性のある処置や患者ケア中は、
皮膚の保護と衣服の汚染を避けるためにガウン(非滅菌ガウンが適

当)を着用する。処置と予想される体液の量から適切なガウンを選択

する。汚染されたガウンはできるだけ迅速に除去し、他の患者や周囲

に微生物を伝播させないように手洗いを行う。(カテゴリー 1B) 
E.治療用機器

血液、体液、分泌液で汚染された医療機器は皮膚や粘膜への暴露、

衣服の汚染、微生物の他の患者や環境への伝播を防ぐような方法で扱

う。再利用する機器は適切に清浄化されるまで他の患者に使用しでは
ならない。ディスポ製品は適切に廃棄する。(カテゴリー 1B) 

F.環境の感染制御

医療機関は日常のケア、清掃や周囲機器の表面、ベッド、ベッドレ
ール、ベッドサイドの機器、その他頻繁に諜触する部位の消毒のため

の適切な方法を持ち、遵守する。(カテゴリー 1B) 
G.リネン

血液、体液、分泌液で汚染された使用済みリネンは、皮膚や粘膜へ
の暴露、衣服の汚染、微生物の他の患者や環境への伝播を防ぐような

方法で取り扱う。(カテゴリ-1 B) 

H.職場衛生と血液汚染

針や刃万類を使用するとき、処置後針類を扱うとき、使用済の機器

を洗浄するとき、使用済みの針を破棄するときは傷害のないよう注意

しなければならない。使用済の針にリキャップしではならない。避け

られないときは両手を用いて上手に操作する。又は、針の方向が身体

の方を向かないようにするか、片手でキャップをすくうか、誤穿刺防

止の安全装置があるものを用いる。使用済の針を用手的に注射筒から

外したり、曲げたり、壊したりしてはならない。
使用済の注射筒、針、刃万類は、それらが使用された区域にできる

だけ近いところに置かれた適切な誤穿刺防止用のコンテナーに置く。

(カテゴリー 1B) 

(2) 蘇生が必要な場合には、日対口人工呼吸の代わりにマウスピー

ス、蘇生用バッグ、その他の換気用機器を用いる方が良い。(カテ

ゴリー 1B) 

1.患者収容
環境を汚染するような患者や環境整備することができない、又は期

待できない患者は個室に収容する。もし個室が使用不可能であれば、

感染制御チームに患者収容に関する助言を求める。(カテゴリー 1B) 

ill.空気感染予防策

適応患者(本文参照)に対しては標準予防策に追加して空気感染予防
策を行う。(カテゴリー 1B) 

A.患者収容

患者は以下の設備を持つ個室に収容する。1)陰圧を維持できる

2 )時間当たり 6-12田の換気が可能 3 )室内空気が外気へ排出若
しくは他の場所に循環する前に高効率の清浄化が可能。部屋の入り口

のドアは閉じ、患者は室内に。個室が利用できないときは、間じ微生

物による活動性の感染を持つが他の感染がない患者と向室にする。個
室が利用できず同室者が適当で、ない場合は患者収容前に感染制御の専

門家に相談する。(カテゴリー 1B) 

B.呼吸の防御

肺結核の診断若しくは疑いのある患者の部屋に入るときはN95マス

クを着用する。他に免疫を獲得している医療者がいる場合、免疫がな

い医療者は風疹や水痘と診断されているか疑いのある患者の部屋に入

つてはならない。もし、どうしても入らなければならないときは、 N

95マスクを着用する。風疹水痘に対して免疫を獲得している人は呼吸

防御の必要がない。(カテゴリー 1B) 

C.患者搬送

患者移動は必要な場所だけに限る。移動が必要なときは可能ならマ

スクを使用して核の飛散を最小限にする。(カテゴリー 1B) 
D.結核伝播予防のための付加的予防策

CDC r匡療機関における結核感染防止ガイドライン」参照

N.飛沫感染予防策

飛沫感染によって伝播される病原体に感染又は感染が疑われている患

者に対しては標準予防策に加えて飛沫感染予防策を行う。(カテゴリー

1 B) 

A.患者収容

患者は個室に収容する O 個室が利用できないときは、同じ微生物に

よる活動性の感染を持つが他の感染がない患者と同室にする。個室が
利用できず同室者が適当でない場合は患者間の距離を 3フィート以上

とって空間を仕切る。特殊な空調や換気は必要なく、ドアは開け放し

でよい。(カテゴリー 1B) 
B.マスク

標準予防策に準拠することに加え、患者から 3フィート以内で働く

ときは患者マスクを着用する。(カテゴリー 1B) 
C.患者搬送

患者移動は必要な場所だけに限る。移動が必要なときは可能ならマ

スクを使用して核の飛散を最小限にする。(カテゴリー 1B) 

v.接触感染予防策

直接接触や患者周囲の物品への間接接触によって伝播される疫学的に

重要な病原体の感染が疑われる患者に対しては、標準予防策に加えて接

触感染予防策を行う。(カテゴリー 1B) 

A.患者収容

患者は個室に収容する。個室が利用できないときは、同じ微生物に

よる活動性の感染を持つが他の感染がない患者と同室にする。これを

コホーテイング (cohorting) という。個室が利用できず、コホーテ

イングもできないときは患者の人数と感染症の疫学を考慮:する。収容

前に感染制御の専門家に相談する。(カテゴリー 1B) 
B.手袋と手洗い

患者の部屋に入るときには手袋(非滅菌手袋が至適)を着用する。

手技中多量の病原体を含むような物(糞使、浸出液)に接触した後は

手袋を交換する。患者の部屋を出る前に手袋は除去し、抗菌物質又は

速乾性の消毒液で手洗いをする。手袋を取って手洗いした後は、病原

体を他の患者や周囲に伝播させるのを防ぐために患者の部屋の中にあ

る汚染された可能性のあるものに触れないようにする。(カテゴリー

1 B) 
C.方、ウン

衣服が患者、周囲の表面、患者の部屋の中の物品に接触する可能性

があるとき、又は患者に失禁、下痢、腸痩、被覆されていないドレー

ンがあれば、患者の部屋に入るときにガウン(非滅菌ガウンが適して

いる)を着用する。患者の周囲から離れる前にガウンは除去し、その

後は、病原体を他の患者や周聞に伝播させるのを防ぐため、衣服が周

囲の汚染された可能性のあるものに触れないようにする o (カテゴリ
ー 1B) 

D.患者搬送
患者移動は必要な場所だけに限る O 部屋の外への移動が必要なとき

は他の患者に病原体を伝播させたり周囲機器を汚染するリスクを最小

限にするために予防策を維持する。可能ならマスクを使用して核の飛
散を最小限にする。(カテゴリー 1B) 

E.医療機器

可能なら重症ではない患者の医療機器は共用を避け、 1人の患者の

みの使用にとどめるべきである。さもなければ、予防策が必要な病原

体に感染した患者のコホーテイングにする。もしそれが不可能なら、

他の患者が使用する前に適切な洗浄と滅菌を行う。(カテゴリー 1B) 
F.パンコマイシン耐性を拡散させないための付加的予防策

HICPACの報告書を参照する。
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の
病
原
体
に
暴
露
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
下
げ
る
た
め
に

特
定
の
環
境
下
で
手
袋
を
着
用
す
る
こ
と
は
、
後
述

す
る

O
S
E
A
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

ω
逆
に
、
医
療
者
の
手
に
あ
る
病
原
体
を
患
者
の
粘

膜
や
非
健
常
皮
膚
に
接
触
す
る
侵
襲
的
処
置
の
際
に

患
者
に
伝
播
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

同
患
者
関
の
伝
播
の
可
能
性
を
軽
減
で
き
る
。
患
者

間
で
手
袋
を
交
換
し
、
着
脱
前
後
に
手
洗
い
す
る
べ

き
で
あ
る
。

手
袋
の
着
用
は
手
洗
い
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
で
は
な

い
。
手
袋
は
小
さ
く
て
防
御
が
不
完
全
で
あ
る
可
能
性
が

あ
り
、
使
用
中
に
裂
け
た
り
脱
い
で
い
る
と
き
に
手
が
汚

染
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
患
者
間
で
手
袋
を
交
換
し
な

い
こ
と
は
逆
に
感
染
紡
御
の
障
害
と
な
る
。

ガイドラインにおけるエビデンスのランク

カテゴリー II.

カテゴリ -IA.すべての匿療施設に対して強く推奨される。客観性の高

い研究において支持されている内容

カテゴリー IB.すべての医療施設に対して強く推奨される O 最も科学的

なレベルでの研究は行われていないが、専門家の間で合

理性と一定のエピデンスがあることが合意されている内

容

多くの病院で行われるべきこととして提言される。内容

は臨床や疫学的研究によって支持されており、強い理論

的合理性がありすべてではないが多くの医療施設に適用

できる決定的研究で確認されている。

推奨なし;未解決問題 はっきりとしたエピデンスがなく、合意がないもの

表 4

②

患

者

搬

送

患
者
搬
送
時
の
注
意
点
は

川
マ
ス
ク
や
ド
レ

I
プ
な
ど
適
当
な
バ
リ
ア
を
設
け

る
こ
と
。

川
受
け
入
れ
備
の
職
員
に
感
染
予
防
策
を
と
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
。

同
患
者
に
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
病
原
体
の
伝
播
が

防
げ
る
か
を
教
育
す
る
こ
と
。

こ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
病
院
前
医
療
に
お
い
て
も
搬
送
時

に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
項
目
で
あ
る
。

予
防本
のガ
内イ
容ド
をラ
表イ
3 ン
にで
示推
す奨
口さ
これ
こて
でい
、る

が持エが奨にラ示内あラる強いの文さピて iに各具
明つピどさはイす容るンかくは 強献のデい」「項体
瞭てデのれすン O の D ク に推どさ的指ンるとカ目的
に い ン 程るべのガ詳表付関奨の、裏標スの書テのな
示るス度内て内イ細 4 けすさ程あ付でのはかゴ末感
さかをの容推容ドをにでるれ度るけ、強エれリ尾染

推
奨
項
目

病院前医療における処置内容と講じるべき感染対策

処置、観察内容 手袋 ガウンマスク自の保護

接触感染が懸念される場合 O O × × 

飛沫感染が懸念される場合 × × O O 
空気感染が懸念される場合 × × O × 

血液接触

大出血の止血 O O O O 
少量の止血 O × × × 

墜落分娩 O O O O 
静脈穿刺 O × × × 

器具を用いた気道確保 O × O O 
口腔気道吸引 O O O O 
血液汚染された器具の洗浄 O O O O 
血圧測定 O × × × 

体温測定 O × × × 

救急車の清掃 O × × × 

表5

米国国立消防学校レジメ等から抜粋

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
内
容
を
拡
大
解
釈
し
て
病

院
前
医
療
に
適
用
し
た
も
の
を
米
国
パ
ラ
メ
デ
イ
ツ
ク
の

教
科
書
等
か
ら
抜
粋
し
て
表
5
に
紹
介
し
た
。

O
S
H
A
 

こ
の
よ
う
に

C
D
C
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
非
常
に
優
れ

た
感
染
予
防
の
指
針
で
あ
り
、
理
想
的
な
目
標
で
あ
る

が
、
罰
則
の
規
定
は
な
く
、
こ
の
内
容
か
ら
逸
脱
し
て
い

た
と
し
て
も
法
的
な
制
裁
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
す
べ
て
の
職
場
環
境
で
整
え
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
必
要
最
低
限
の
目
標
作
り
を
行
っ
て
い
る

の
が
り
名
山
Z
E
O
E
O片
付
与
ミ
(
日
本
の
旧
労
働
省
)
の

一
部
円
で
あ
る

C
2
5
)丘
一
。
ロ
巳
∞
え
え
可
自
己
出

2
5
H

〉
品
目
古

E
E止。ロ
(
C
∞
同
〉
、
労
働
の
安
全
と
健
康
に
関

す
る
行
政
府
)
と
い
う
組
織
(
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ア
ド
レ

ス

Z
G
一
¥
¥
当
者
宅
・

2
E・
向
。
〈
¥
)
で
あ
る
。

O
S
H
A
は、

雇
用
者
に
対
す
る
規
範

(
ω
S
E
R巳
)
と
、
査
察
用
の

指
針
(
口
町

2
片
山
〈
の
)
を
制
定
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
連

邦
法
で
あ
る
。

O
S
H
A
は
一
九
八
九
年
、
病
院
や
他
の

医
療
現
場
に
お
け
る
血
液
原
性
の
感
染
源
に
対
す
る
職
業

上
の
暴
露
に
関
す
る
法
律
の
草
案
を
提
出
し
、
一
九
九
一

年
に
発
効
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
感
染
患
者
の
ケ

ア
に
お
け
る
職
業
上
の
安
全
性
が
高
ま
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
る
が
、
膨
大
な
防
御
用
の
消
耗
物
品
な
ど
の
コ
ス

ト
や
院
内
感
染
に
対
す
る
有
効
性
の
評
価
は
ま
だ
定
ま
っ

て
い
な
い
。

今
後
の
感
染
予
妨

感
染
防
御
対
策
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
治
療
成
績

が
向
上
す
る
こ
と
は
多
く
の
報
告
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。

今
後
は
コ
ス
ト
を
念
頭
に
置
い
た
効
率
的
な
運
用
が
現
場

に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、

何
が
現
在
の
標
準
的
な
方
法
で
あ
る
の
か
を
常
に
学
習
し

続
け
る
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
。
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シ
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救
急
救
命
東
京
研
修
所
は
、
六
か
月
間
の
救
急
救
命
士

養
成
研
修
を
行
っ
て
お
り
、
前
・
後
期
各
一
一
一

0
0名
の
研

修
生
の
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
研
修
中
に
お
け
る
臨
地
実
習
の
一
つ
で
あ
る

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
実
習
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
実
習
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

全
国
か
ら
派
遣
さ
れ
る
研
修
生
は
個
人
の
救
急
処
置
技

術
の
習
熟
度
に
差
が
見
ら
れ
、
救
急
E
課
程
レ
ベ
ル
の
処

置
技
術
が
十
分
で
き
な
い
研
修
生
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
救
急
処
置
の
基
本
を
習
得
す
る
基
本
訓
練
(
表

1
)
か
ら
始
ま
り
、
応
用
訓
練
(
表
2
)
で
各
項
目
ご
と

の
「
隊
連
携
訓
練
」
を
習
得
し
た
の
ち
、
「
想
定
基
本
訓

練
」
、
「
想
定
実
習
効
果
確
認
」
(
表
3
)
へ
と
段
階
的
に

進
め
て
い
ま
す
。

基
本
訓
練
は
、
観
察
・
処
置
技
術
と
特
定
行
為
等
の
基

本
を
項
目
ご
と
に
実
習
し
ま
す
。

応
用
訓
練
の
「
隊
連
携
訓
練
」
は
、
基
本
訓
練
で
学
ん

だ
観
察
か
ら
救
急
処
置
ま
で
の
隊
活
動
を
行
い
、
「
想
定

基
本
訓
練
」
で
は
、
全
員
が
救
急
救
命
士
役
と
し
て
出
動

か
ら
医
療
機
関
収
容
ま
で
の
救
急
活
動
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
実
施
し
、
検
討
会
で
担
当
教
授
か
ら
医
学
的
見
地
に

よ
る
指
導
、
教
官
か
ら
救
急
活
動
の
指
導
を
受
け
ま
す
。

そ
の
結
果
を
最
終
段
階
の
総
合
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ

る
「
想
定
実
習
効
果
確
認
」
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
せ
る

こ
と
で
、
資
格
取
得
後
の
救
急
活
動
能
力
の
向
上
を
図
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
実
習
期
間
中
に
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
習
熟
度

と
効
果
を
判
定
す
る
た
め
「
C
P
R
効
果
確
認
」
、
「
特
定

行
為
基
本
効
果
確
認
」
、
「
想
定
実
習
効
果
確
認
」
を
実
施

し
、
基
準
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
研
修
生
に
つ

い
て
は
、
課
業
終
了
後
に
再
度
効
果
確
認
を
実
施
し
、
そ

の
都
度
到
達
レ
ベ
ル
に
達
す
る
ま
で
指
導
を
行
っ
て
い
ま

す。
研
修
所
で
は
、
研
修
生
が
基
本
を
理
解
し
て
応
用
訓
練

に
臨
ん
で
い
け
る
よ
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
組
ん
で
い
ま
す

が
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
時
聞
は
限
ら
れ
て
お
り
、
研

修
生
が
基
本
訓
練
・
応
用
訓
練
を
授
業
時
間
内
で
理
解
習

得
す
る
の
に
苦
労
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

シ
ミ
ュ
レ
i
シ
ョ
ン
実
習
終
了
時
ア
ン

ケ
i
ト
結
果

現
在
、
全
国
各
地
で
様
々
な
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
七
一
名
(
二
一
一
了
五
%
)
の
研
修
生
は
何
ら

救急処置 呼吸・循環の観察心音・呼吸音の観察血圧測定バック

の基本 バルブマスク法補助呼吸各資器材取扱い要領 CPR着

手要領 CPR効果の確認人工呼吸交替回復徴候時の観

察喉頭展開異物除去 胃内容物逆流時の体位変換及び処

置心電図波形変化時の観察気管挿管介助要領家族等へ

の処置説明 病院到着時の報告要領 CPR効果確認

特定行為 気道確保(ラリンゲルチューブ、ラリンゲルマスク、コンビ

の基本 チューブ、 WBチューブ等の挿入要領)

静脈路確保(静脈穿刺、ライン作成要領) 除細動(除細

動器操作要領、連続除細動実施要領)

指示要請・救命士報告要領特定行為連携訓練特定行為

基本効果確認

外傷の 外傷観察緊急外傷処置頚椎固定ヘルメット離脱スク

観察処置 ープストレッチャー ショックノfンツ ノfックボ、ード KE 

D (簡易型脊椎閏定用背板) 緊急救出要領

内因の 内陸|主観察状況聴取保温体位管理搬送要領

観察処置

基本訓練表 1応用訓練

隊連携訓練

想定基本訓練

想定訓練効果確認

救急処置・特定行為等の隊連

携訓練

基本想定を付与する救急活動

総合シミュレーション

表 2

16 救急救命第11号

「想定基本訓練J• I想定実習効果確認J
¥¥¥¥¥¥¥¥¥  想定基本訓練 想定実習効果確認

メヱミ斗 場 体育館に 4会場 体育館に 4会場

救命士役 300名(全研修生) 300名(全研修生)

班実施回数 5回 5回

実習時間 15分 20分

検討時間 15分 20分

実施回数 300回 300回

実施期間 5日間 8日間
本d己日，、 J疋4 可憐

25想定 75想定

(内因15外因10) (内因45外因30)

表 3



か
の
講
習
を
受
講
し
て
い
ま
す
(
ア
ン
ケ
ー
ト
1
)
。

研
修
所
で
は
、
次
期
研
修
生
と
派
遣
消
防
本
部
に
対
し

て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
事
前
訓
練
を
し
て
入
所
す
る
よ

う
依
頼
し
て
い
ま
す
が
、
「
あ
ま
り
し
て
い
な
い
」
「
し
て

い
な
い
」
と
一
六

O
名
(
五
三
・
八
%
)
が
回
答
し
て
お

り
、
事
前
訓
練
の
不
足
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
(
ア
ン
ケ
ー

ト

2
)
。

事
前
訓
練
し
て
き
た
研
修
生
二
二
七
名
の
う
ち
九

O
名

(
六
五
・
七
%
)
は
事
前
訓
練
が
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

「
反
映
さ
れ
た
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
(
ア
ン
ケ
ー
ト

3
)
。

こ
れ
か
ら
派
遣
さ
れ
る
研
修
生
は
各
消
防
本
部
に
お
い
て

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
事
前
訓
練
を
十
分
積
ん
で
研
修
に
臨

ん
で
ほ
し
い
も
の
で
す
。

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
理
解
度
に
つ
い
て
は
、
「
よ
く

理
解
で
き
た
」
「
理
解
で
き
た
」
と
二
五
六
名
(
八
七
・

七
%
)
が
回
答
し
(
ア
ン
ケ
ー
ト
4
)
、
今
後
の
救
急
活

動
に
「
非
常
に
参
考
に
な
る
」
「
参
考
に
な
る
」
と
二
四

アンケート 1

入所前に受講した講習はありますか。

回答302名(複数回答可能)

麟 PTCJ等
37名 (16.2%)
BTLS 
15名 (5.0%)

… ACLS 
7名 (2.3%)

鶴受講していない
231名 (76.5%)

76.5% 

アンケー卜 2

シミュレーションの事前訓練をしてきましたか。

回答297名

臨してきた

・21名 (7.1%) 
少ししてきた

……一116名 (39.1%)
あまりしていない

. 83名 (27.9%)
翻していない

. 77名 (25.9%)

25圃9%

O
名
(
八

0
・
八
%
)
が
回
答
し
て
お
り
(
ア
ン
ケ
ー
ト

5
)
、
今
後
も
基
本
訓
練
を
確
実
に
理
解
さ
せ
て
応
用
訓

練
に
進
む
方
法
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
を
図
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
実
習
の
終
わ
り
に

研
修
生
か
ら
は
「
基
本
訓
練
の
時
聞
が
短
い
」
、
「
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
が
早
い
」
、
「
課
業
終
了
後
の
自
主

訓
練
が
負
担
に
な
っ
た
」
と
い
う
音
山
見
が
出
ま
し
た
。

確
か
に
研
修
生
が
、
課
業
終
了
後
に
夜
遅
く
ま
で
自
主

訓
練
を
行
っ
て
い
る
姿
を
見
る
と
、
そ
の
熱
心
さ
に
教
官

も
自
分
の
仕
事
を
忘
れ
そ
の
場
で
指
導
す
る
こ
と
も
多
々

あ
り
ま
し
た
。
研
修
所
に
行
け
ば
実
技
は
ど
う
に
か
な
る

だ
ろ
う
と
い
う
、
生
半
可
な
気
持
ち
で
は
必
ず
勉
学
に
ま

で
影
響
し
自
分
が
苦
労
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
隊
連
携
訓
練

や
想
定
訓
練
は
班
全
員
の
協
力
が
な
け
れ
ば
自
主
訓
練
も

で
き
ず
、
他
の
班
員
に
も
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま

39.1% 

アンケート 3

事前訓練はシミュレーションに反映されましたか。

回答137名

27.9% 

璽大変反映された
….7名 (5.1%) 

よく反映された
……..11名 (8.0%) 

…反映された

…………72名 (52.6%)
盤あまり反映されなかった

…….46名 (33.6%)
反映されなかった

………… 1名 (0.7%) 

52.6% 

アンケート 4

シミュレーションは理解できましたか。

回答292名

す。
救
急
救
命
士
を
目
指
し
て
い
る
皆
さ
ん
は
、
各
消
妨
本

部
に
よ
り
先
輩
救
命
士
の
配
置
、
配
備
資
器
材
状
況
等
の

違
い
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
事
前
訓
練
の
重
要
性
を
銘

記
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

最
後
に
、
研
修
所
を
卒
業
し
救
急
救
命
士
と
な
っ
た
暁

に
は
、
各
地
域
の
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
制
に
お

け
る
包
括
的
指
示
下
で
の
除
細
動
、
今
後
処
置
拡
大
さ
れ

る
気
管
挿
管
に
対
す
る
知
識
を
し
っ
か
り
持
ち
、
社
会
的

・
法
的
責
任
は
も
と
よ
り
倫
理
的
責
任
を
考
え
な
が
ら
、

研
修
所
で
学
ん
だ
基
本
手
技
を
踏
ま
え
て
救
急
処
置
・
活

動
に
回
附
す
る
応
用
を
、
症
例
と
先
輩
救
命
士
か
ら
学
ん
で

く
だ
さ
い
。

真
の
救
急
救
命
士
を
目
指
す
た
め
に
は
、
自
己
研
鎮
と

い
う
自
助
努
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
研
修
所
持
代
の

情
熱
を
忘
れ
ず
生
涯
教
育
に
努
め
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。

額よく理解できた

. 24名(8.2%) 
理解できた
………232名 (79.5%)

…あまり理解できない
. 34名 (11.6%)

塁審理解できなかった

2名 (0.7%) 

11.6% 

79.5% 

アンケー卜 5

シミュレーションは今後の救急活動の参考になると思いますか。

回答297名

露関非常に参考になる

……… 88名 (29.6%)
参考になる
………152名 (51.2%) 

」 普 通
. 43名(14.5%)

関あまり参考にならない

. 13名(4.4%) 
参考にならない

1名(0.3%) 

17 

51.2% 



融
醐
連
載
読
み
物

金ぢ

臓
の
緒

「
へ
そ
の
緒
を
捨
て
ら
れ
落
胆
」

平
成
九
年
一
月
の
こ
と
。
主
婦
の
大
野
君
枝
さ
ん

二
十
二
歳
は
男
の
子
を
出
産
し
た
。
し
か
し
、
二

0

0
0
4
に
満
た
な
い
未
熟
児
だ
っ
た
た
め
産
院
か
ら

大
き
な
病
院
へ
移
さ
れ
た
。
幸
い
順
調
に
大
き
く
な

り
、
一
ヵ
月
半
で
退
院
で
き
た
。

し
か
し
、
彼
女
は
こ
の
と
き
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
出
来
事
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
そ
の
顛
末
を
、

産
経
新
聞
(
平
成
九
年
五
月
四
日
)
の
「
談
話
室
」

に
投
稿
し
た
。
「
へ
そ
の
緒
を
捨
て
ら
れ
落
胆
」
と

い
う
見
出
し
で
出
た
文
書
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
し
か
し
、
私
が
納
得
で
き
な
い
の
は
、
わ
が

子
の
へ
そ
の
緒
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
」

大
き
な
病
院
で
は
、
臓
の
緒
を
取
っ
て
お
い
て
ほ

し
い
と
申
し
込
ん
で
お
か
な
い
と
捨
て
ら
れ
て
し
ま

第
竹
田文立川昭二

北里大学名誉教授

プロフィール

たつかわ しょうじ

医療史専攻。文化史・生活史

の視点か5病気・匪療を追

究。主な著書に、『病気の社

会史j(NHKプ、ツクス)r歴
史紀行・死の風景j(朝臼新

聞社)r臨死のまなざしj(新

潮社)rかうだの文化誌j(文

璽春秋)r生と死の美術館』

(岩波書居)r自本人の死生

観j(筑摩書房)など。

か
っ
た
。

う
こ
と
を
、
大
野
さ
ん
は
初
め
て
の
出
産
で
知
ら
な

こ
と
は
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
産
院
か
ら
頂
い
た

「
わ
が
子
の
へ
そ
の
緒
が
勝
手
に
捨
て
ら
れ
た

救急政命第11号 18

カ
ら

キ
リ
の
箱
は
空
の
ま
ま
で
す
。

な
る
は
ず
の
へ
そ
の
緒
が
な
い
の
は
取
り
返
し

の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
た
よ
う
な
寂
し
さ
が
残

一
生
の
記
念
に

り
ま
す
。
」

「
臓
の
緒
」
は
正
式
に
は
「
隣
帯
」
と
い
い
、
母

体
と
胎
児
を
つ
な
ぐ
細
い
帯
状
の
管
で
、
胎
児
は
こ

れ
を
通
し
て
母
親
か
ら
酸
素
や
栄
養
を
吸
収
す
る
。

出
産
の
と
き
、
こ
の
隣
帯
を
切
る
が
、
隣
に
付
着

し
た
残
り
の
部
分
が
数
日
で
落
ち
る
。
こ
れ
を
ふ
つ

う
臓
の
緒
と
い
う
。

日
本
で
は
、
古
く
か
ら
臓
の
緒
を
大
切
に
扱
う
習

わ
し
が
あ
り
、
油
紙
な
ど
に
包
み
、
小
さ
な
桐
の
籍

な
ど
に
入
れ
、
名
前
と
生
年
月
日
を
書
き
、
タ
ン
ス

の
引
き
出
し
な
ど
に
大
事
に
し
ま
っ
て
お
く
。

も
と
も
と
腹
を
大
切
に
考
え
て
き
た
日
本
人
は
、

腹
の
真
ん
中
に
鎮
座
す
る
鱗
(
ほ
ぞ
と
も
読
む
)
は

ほ
ぞ

か
ら
だ
の
中
心
と
考
え
尊
重
し
て
き
た
。
「
臓
を
固



(
決
心
す
る
)
」
「
臨
ま
が
り
(
ひ
ね
く
れ
て
い

る
こ
と
い
っ
た
慣
用
語
が
あ
る
。

じ
つ
は
、
晴
乳
類
の
中
で
人
間
だ
け
が
は
っ
き
り

し
た
臓
の
形
を
の
こ
し
て
い
る
。

人
間
も
神
が
創
造
さ
れ
た
と
い
う
考
え
が
根
底
に

あ
る
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
で
は
、
臓
の
緒
に
対
す
る

特
別
な
思
い
入
れ
は
な
い
。
む
し
ろ
臓
は
西
洋
で
は

物
議
の
種
に
な
っ
て
き
た
。
神
に
騰
は
あ
っ
た
か
、

神
が
創
ら
れ
た
ア
ダ
ム
に
は
臓
の
緒
が
な
い
か
ら
臓

は
な
い
の
で
は
な
い
か
:
:
:
?
幸
い
日
本
人
は
そ

ん
な
心
配
を
し
な
い
で
す
ん
だ
。

い
の
ち
は
代
々
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
日

本
人
独
特
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
を
背
景
に
、
母
体
と

胎
児
を
結
ぶ
臓
の
緒
は
親
子
の
つ
な
が
り
の
あ
か
し

と
考
え
ら
れ
、
日
本
で
は
臓
の
緒
を
親
子
の
連
帯
を

記
念
す
る
大
事
な
も
の
と
し
て
保
存
す
る
民
俗
が
今

で
も
生
き
て
い
る
。

め
る臓

の
緒
を
し
ま
っ
た
箱
に
は
子
ど
も
の
成
長
を
祈

っ
て
両
親
が
「
寿
」
と
書
い
た
り
す
る
。
江
戸
の
川

か

た

み

柳
に
〈
臓
の
緒
に
残
る
記
念
の
母
の
筆
〉
と
あ
る
。

臓
の
緒
が
少
女
略
取
の
容
疑
者
を
逮
捕

臓
の
緒
は
、
子
ど
も
が
大
病
し
た
と
き
に
煎
じ
て

飲
ま
せ
る
と
ょ
い
と
か
、
便
所
に
つ
る
し
て
夜
泣
き

の
ま
じ
な
い
に
す
る
と
い
っ
た
俗
信
が
あ
る
が
、
な

か
で
も
子
ど
も
が
家
出
し
て
も
臓
の
緒
を
大
切
に
し

ま
っ
て
お
け
ば
か
な
ら
ず
帰
っ
て
く
る
、
と
い
う
俗

信
が
広
が
っ
て
い
る
。

最
近
、
こ
の
俗
信
が
ま
さ
に
本
当
で
あ
る
か
の
よ

う
な
事
件
が
あ
っ
た
。

平
成
九
年
二
月
、
奈
良
県
で
中
学
生
の
少
女
が
行

方
不
明
に
な
る
事
件
が
起
き
た
。
八
十
一
日
目
に
よ

う
や
く
容
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
た
。

そ
の
決
め
手
に
な
っ
た
の
は
、
少
女
の
両
親
が
大

事
に
保
管
し
て
い
た
臓
の
緒
と
容
疑
者
の
車
に
付
着

し
て
い
た
血
痕
と
が
、

D
N
A
鑑
定
に
よ
っ
て
一
致

し
た
か
ら
で
あ
る
。

臓
の
緒
が
少
女
略
取
の
容
疑
者
を
逮
捕
し
た
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
家
を
出
た
ま
ま
帰
ら
な
い
少
女

は
残
念
な
が
ら
遺
体
で
は
あ
っ
た
が
、
臓
の
緒
に
よ

っ
て
家
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
昨
今
、
医
療
の
現
場
で
は
、
腕
聞
の
緒
を

や
た
ら
に
捨
て
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
く
な
っ
た
。

じ
つ
は
「
糖
帯
血
移
植
」
と
い
う
新
し
い
医
療
技
術

が
話
題
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

腕
闘
の
緒
に
含
ま
れ
る
血
液
は
造
血
幹
細
胞
が
大
人

の
骨
髄
よ
り
豊
富
で
、
こ
れ
を
白
血
病
な
ど
の
血
液

の
難
病
患
者
に
移
植
す
る
。
産
後
に
採
取
し
て
冷
凍

保
存
し
、
輸
血
と
同
じ
方
法
で
す
ぐ
に
移
植
で
き

る
。
骨
髄
移
植
と
ち
が
っ
て
手
術
な
ど
必
要
な
い
の

で
、
急
速
に
広
が
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
臓
の
緒
を
切
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

新
生
児
が
母
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
は
じ
め
て
一
個

の
人
間
と
し
て
こ
の
世
に
独
立
す
る
瞬
間
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
臓
の
緒
は
母
体
と
の
つ
な
が
り

を
追
想
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
松
尾
芭
蕉
に
次
の

句
が
あ
る
。

ふ

る

さ

と

な

く

旧
里
や
臓
の
緒
に
泣
と
し
の
暮

芭
蕉
が
こ
の
句
を
詠
ん
だ
の
は
四
十
四
歳
の
と

お

い

こ

ぶ

み

き
。
紀
行
文
『
笈
の
小
文
』
に
出
て
い
る
。
「
歳
暮
」

と
題
し
た
前
書
き
に
は
、
故
郷
の
伊
賀
上
野
に
戻
っ

た
と
き
、
亡
き
父
母
を
し
の
び
、
「
慈
愛
の
む
か
し

も
悲
し
く
、
お
も
ふ
事
の
み
あ
ま
た
あ
り
て
」
と
い

す
み
か

う
文
章
が
載
っ
て
い
る
。
旅
を
栖
と
し
た
芭
蕉
も
、

自
分
の
臓
の
緒
に
は
さ
す
が
に
涙
し
た
の
で
あ
る
。

現
代
の
詩
人
新
川
和
江
は
、
「
人
体
詩
抄
」
で
、

〈
も
の
は
頭
で
考
え
る
/
だ
が
一
生
に
一
度
や
二
度

は
/
騰
で
考
え
て
/
決
着
を
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
時
が

あ
る
〉
と
し
、
つ
づ
い
て
こ
う
歌
っ
て
い
る
。

母
か
ら
カ
ッ
ト
さ
れ
た
切
り
口
で

き
ず
あ
と
は
深
く
焔
没
し
て
い
る
が

人
間
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
と
い
う
意
識
は

ど
う
や
ら
此
処
を
発
祥
地
と
し
て
い
る
ら
し
い

だ
か
ら
お
の
れ
の
行
く
道
は

臓
で
決
め
る
の
だ

腕
胴
で
考
え
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救急救命士をめざす人たちへ

MESSAGE 

救
命
士

平
成
一
五
年
四
月
か
ら
救
急
救
命
士
に
よ
る
包
括
的
指

示
下
に
お
け
る
除
細
動
が
実
施
さ
れ
、
平
成
一
六
年
七
月

か
ら
は
医
師
の
具
体
的
指
示
下
で
の
心
肺
停
止
症
例
へ
の

救
急
救
命
士
に
よ
る
気
管
挿
管
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
救
急
救
命
士
に
期
待
さ
れ
る
処
置
業
務
は
次
第
に

拡
大
し
て
い
る
。
救
命
士
は
特
定
行
為
を
「
行
う
」
だ
け

で
な
く
患
者
の
状
態
を
把
握
し
、
適
応
や
現
場
の
状
況
、

病
院
到
着
ま
で
の
時
間
な
ど
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
処
置

を
行
う
よ
う
、
さ
ら
に
医
療
人
と
し
て
の
自
覚
や
技
量
が

必
要
と
さ
れ
て
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
救
命
士
に
と
っ
て
大
き
な
変
革
の
時
期

に
、
私
は
九
州
研
修
所
で
教
育
に
携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
。
そ
の
問
、
研
修
生
た
ち
の
情
熱
に
感
心
さ
せ
ら

れ
た
り
、
研
修
生
関
の
レ
ベ
ル
の
差
に
驚
い
た
り
と
、
い

ろ
い
ろ
な
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
中
で
私
が

考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
五
年
以
上
又
は
二

0
0
0
時
間

以
上
の
救
急
の
実
務
経
験
を
積
ん
で
き
た
研
修
生
た
ち
で

あ
る
が
、
今
あ
る
理
論
を
あ
ま
り
に
盲
目
的
に
信
じ
す
ぎ

て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
考
え
方
が
数
字
や
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
捕
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。
そ
れ
は
あ
る
面
で
は
大
切
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ

目
指
す

な
い
が
、
医
療
と
い
う
も
の
は
そ
れ
だ
け
で
割
り
切
れ
な

い
面
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ

て
い
る
。

以
前
、
大
学
に
入
学
す
る
前
に
、
あ
る
物
理
の
教
師
か

ら
、
「
今
あ
る
科
学
と
い
う
も
の
は
、
自
然
現
象
に
つ
い

て
人
関
が
理
論
を
あ
て
は
め
、
系
統
化
し
た
も
の
に
過
ぎ

な
い
。
だ
か
ら
も
し
か
し
た
ら
、
す
べ
て
間
違
っ
て
い
る

こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
白
、
突
然
新
し
い
こ
と
が
発

見
さ
れ
て
そ
れ
に
基
づ
く
理
論
が
で
き
れ
ば
、
今
ま
で
の

理
論
が
す
べ
て
消
え
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
う
る
」

と
い
う
よ
う
な
話
を
開
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
言
葉
を

聞
い
て
、
ま
さ
に
目
か
ら
う
ろ
こ
が
落
ち
た
よ
う
な
、
自

の
前
の
も
や
が
開
け
た
よ
う
な
不
思
議
な
気
持
ち
に
な
っ

た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
私
は
、
科
学
と
は
も
っ
と
絶
対

的
な
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

天
動
説
で
な
く
地
動
説
が
正
し
い
と
わ
か
っ
た
と
き
も
そ

の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
ん
な
に
過
去

に
さ
か
の
ぼ
ら
な
く
と
も
、
私
の
専
円
で
あ
る
麻
酔
科
の

分
野
で
さ
え
、
手
術
前
臼
の
夕
食
以
降
は
絶
食
が
当
然
と

い
う
こ
と
も
今
は
変
わ
っ
て
き
て
い
る
し
、
前
投
薬
に
必

文一一竹中ゆかり

救急救命九州研修所教授

須
だ
っ
た
ア
ト
ロ
ピ
ン
も
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る

し
、
吸
入
麻
酔
が
主
だ
っ
た
全
身
麻
酔
も
完
全
静
脈
麻
酔

が
出
現
し
て
い
る
し
で
、
た
っ
た
一
五
年
ほ
ど
で
ず
い
ぶ

ん
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
以
前
は
絶
対
で
当
然
だ
っ
た
も

の
が
今
で
は
違
う
の
で
あ
る
。
救
命
士
の
範
囲
で
も
そ
う

で
あ
る

D

五
対
一
だ
っ
た
心
肺
蘇
生
法
は
い
ま
や
一
五
対

二
で
あ
る
で
は
な
い
か
。
今
ま
で
真
だ
っ
た
こ
と
は
実
は

簡
単
に
取
っ
て
代
わ
り
得
る
こ
と
な
の
だ
。

次
の
図
は
』
C
F
ロ
(
U

国
山
口
ら
が
H
k
m
w

足
立
に
一
九
九
七

年
に
発
表
し
た
論
文
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
三

五
年
か
ら
一
九
九
四
年
ま
で
の
間
に
発
表
さ
れ
た
論
文
を

二
六

O
抽
出
し
、
一
九
九
七
年
の
レ
ベ
ル
で
肯
定
で
き
る

論
文
が
ど
の
程
度
あ
る
か
七
人
の
外
科
医
が
判
定
し
た
結

果
を
示
し
て
い
る
。
約
六
五
年
前
の
一
九
三
五
年
の
論
文

で
、
現
在
で
も
肯
定
で
き
る
論
文
は
約
二

O
%、
二

O
年

前
の
論
文
で
あ
れ
ば
約
五

O
%、
た
っ
た
五
年
程
前
の
論

文
で
も
六

O
%程
度
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
と
き
は
真
だ
と
思
う
こ
と
で
も
時
間
が

た
て
ば
そ
う
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
人
関
が
作
っ
た
法
別
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
最
も

救怠救命第11号 20



正
し
く
て
も
、
永
久
に
正
し
い
と
い
う
こ
と
な
ど
な
い
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
科
学
は
面
白
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

科
学
は
進
歩
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
法
律
や
人
間
関
係
も

大
切
で
あ
ろ
う
。
で
も
、
科
学
に
は
そ
れ
を
超
え
た
不
思

議
な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。

(260 abstra拭$fromSu句。ryGynecology and Obstetric;s. 
be蜘 een1935-1994， ass時 sedby 7 genaral surgGons) 

John C Hall， Cameron Platell. Lancet. 1997; 350:1752. 
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さ
ら
に
研
修
所
に
き
て
思
っ
た
の
は
、
研
修
生
の
皆
さ

ん
が
役
所
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
い
い
意
味
で
は
、

何
か
を
行
う
と
き
細
部
の
数
値
ま
で
事
細
か
く
決
め
、
決

め
た
こ
と
は
忠
実
に
守
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
あ
ま
り
に

人
間
の
体
と
い
う
自
然
現
象
を
、
き
っ
ち
り
と
し
た
数
字

や
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
定
義
し
た
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。

た
と
え
ば
、
安
静
時
の
吸
気
の
七
O
%
が
横
隔
膜
の
運

動
に
よ
る
と
第
六
版
の
テ
キ
ス
ト
に
書
い
て
あ
る
が
、
こ

れ
は
だ
い
た
い
七
O
%
と
い
う
こ
と
で
、
き
っ
ち
り
誰
も

彼
も
七
O
%
で
は
決
し
て
な
い
。
七
五
%
の
人
も
い
れ
ば

六
O
%
の
人
も
八
O
%
の
人
も
い
る
の
で
あ
る
口

医
療
は
人
間
の
体
と
い
う
自
然
現
象
が
相
手
で
あ
る
こ

と
を
今
一
度
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。
そ
れ
は
刻
々
と
変
わ

っ
て
い
き
も
す
る
し
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
あ
て
は
ま
ら
な
い

こ
と
も
あ
る
。

で
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
そ
れ
は
、
ま
ず
し
っ
か

り
患
者
さ
ん
を
観
察
す
る
こ
と
だ
。
一
つ
の
症
状
だ
け
を

見
詰
め
な
い
で
、
訴
え
を
し
っ
か
り
聞
い
て
あ
げ
る
こ
と

だ
。
ま
た
継
続
的
に
観
察
す
る
こ
と
だ
。
限
ら
れ
た
時
間

内
で
、
も
ち
ろ
ん
で
き
る
限
り
迅
速
に
で
あ
る
。
そ
れ
か

ら
二
つ
目
は
、
十
分
な
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
だ
。
テ

キ
ス
ト
上
の
知
識
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
卒
業
し
救
命
士

と
な
っ
て
か
ら
も
学
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
各
種
の
研
修

会
・
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
な
ど
を
通
じ
て
今
現
在
の
最
新

の
情
報
を
得
る
努
力
を
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な
い
が

必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
か
く
い
う
私
自
身
も
こ
れ
ら
の
こ

と
を
日
々
実
践
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
身
で
あ
る

ふ
U

我
が
研
修
所
で
学
ぶ
研
修
生
た
ち
は
、
真
撃
な
態
度
で

臨
ん
で
い
る
人
が
多
い
一
方
で
、
業
務
命
令
で
仕
方
な
く

来
所
し
て
い
る
人
も
増
え
て
き
て
い
る
。
ま
た
女
性
救
命

士
に
対
し
未
だ
蔑
視
す
る
風
潮
も
、
救
急
を
救
助
や
消
防

よ
り
も
軽
視
す
る
風
潮
も
ち
ら
ち
ら
と
耳
に
入
る
。
し
か

し
、
消
防
隊
が
出
動
す
る
件
数
よ
り
も
救
急
隊
が
出
動
す

る
件
数
の
方
が
は
る
か
に
多
い
こ
と
を
考
え
て
も
、
救
命

士
が
い
か
に
日
常
的
に
市
民
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
が

わ
か
る
で
は
な
い
か
。
ま
し
て
、
救
助
や
消
防
の
際
に
も

救
急
の
医
療
の
知
識
を
持
っ
て
活
動
で
き
る
か
ど
う
か
で

は
、
最
終
的
な
目
的
で
あ
る
庁
命
を
救
う
d

と
い
う
こ
と

に
お
い
て
差
が
出
て
く
る
と
思
う
。
ま
た
、
自
分
が
患
者

と
い
う
立
場
に
立
っ
た
と
き
、
男
性
・
女
性
と
い
う
こ
と

に
関
係
な
く
、
優
し
く
接
し
て
く
れ
る
人
、
て
き
ぱ
き
と

正
し
い
処
置
を
し
、
す
ば
や
く
搬
送
し
て
く
れ
る
信
頼
で

き
る
人
が
い
い
と
思
う
。

そ
う
考
え
る
と
、
男
性
だ
の
女
性
だ
の
、
救
助
だ
の
消

防
だ
の
、
ま
し
て
や
ど
こ
の
養
成
所
・
研
修
所
で
学
ん
だ

か
な
ど
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
も
っ
と
も
っ
と
大

き
な
目
と
心
を
も
っ
て
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
医
学
と
い
う

科
学
に
挑
ん
で
い
っ
て
ほ
し
い
と
心
か
ら
願
う
。
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淑急に関する調査研究事業助成完ア報告

American Heart Association (AHA) Iこおける
心肺蘇生法の指導戦略 (teachingst悶 tegy)Iと
関する調査研究及び本邦での服用
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米
国
心
臓
協
会
(
〉
出
〉
一
〉
B

2

付
自
国

8
2
〉
ω'

ω
。
江
主
円
。
ロ
)
は
国
際
蘇
生
法
連
絡
委
員
会

(
H
F
(
U
C
F

F
。
F
Z口
5
己
ogH
ピ包
ω
。
ロ
(
リ
。
日
日
目
立

2
0口
問
。
1

2
R芹
旦
守
口
)
と
協
同
し
て
二

0
0
0
年
八
月
に
心

肺
蘇
生
法
を
主
体
と
し
心
血
管
系
、
脳
血
管
系
救
急

に
も
言
及
し
た
、
い
わ
ゆ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
二

0
0

0
を
発
表
し
た
。
こ
の
発
表
以
持
、
世
界
的
に
も
蘇

生
法
の
種
々
の
基
準
が
改
定
さ
れ
日
本
で
も
そ
の
改

定
に
併
せ
た
講
習
法
の
変
更
に
せ
ま
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
二

0
0
0
は
心
肺

蘇
生
法
の
国
際
基
準
や
指
針
を
一
本
す
も
の
で
は
あ
る

が
、
実
際
の
蘇
生
講
習
の
現
場
で
供
さ
れ
る
テ
キ
ス

ト
で
は
な
い
。
テ
キ
ス
ト
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
講
習

を
施
行
す
る
団
体
が
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
整
合
性

が
あ
る
よ
う
に
独
自
に
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

今
回
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は

A
E
A
が
中
心
と
な
っ

て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
事
実
A
H
A
で
は

米
国
に
お
い
て
過
去
数
十
年
に
わ
た
り
え

E
g
g
-

を
も
っ
て
蘇
生
講
習
(
出
口
山
沙
門
宮
島
F

S

B

u
g
i
p
g
な
ど
)
を
行
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、

A
H
A
の
講
習
は
極
め
て
洗
練
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
や

指
導
方
法
を
確
立
し
て
お
り
、
実
際
に
こ
の
講
習
に

参
加
し
て
そ
の
手
法
を
学
ぶ
こ
と
は
、
今
後
日
本
で

の
蘇
生
法
の
市
民
へ
の
普
及
啓
発
活
動
に
と
っ
て
有

用
な
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

今
回
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
ニ

0
0
0
の
発
刊
以
後
、

A
H
A
の
蘇
生
法
講
習
内
容
、
講
習
方
法
が
ど
の
よ

う
に
か
わ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
日
本
の
消
紡
で
ど
の

よ
う
に
応
用
可
能
か
等
を
調
査
し
た
。

(出円、
ω
…σ内四位(リ}以内山
ω
己ロロ。門叶)

【
調
査
方
法
】

*
〉
同
〉
阿

)5m片
山
田
に
よ
る

B
L
S
講
習
を
実
際
に

受
講
す
る
。

*
切
戸
川
山
宮
浮

5
2
2
E
g
g
-
の
内
容
を
詳
細
に
検

討
す
る
。

*
〉
国
〉
古
鬼
門
戸

2
2
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
。

*
地
域
基
幹
病
院
に
お
け
る

B
L
S
教
育
の
実
際
を

調
査
す
る
。

救:意救命第11号 22

{
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査
内
容
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護
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ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
二

0
0
0
以
後
に
お
け
る

A
H
A

で
の

B
L
S
講
習
で
は
、
川

B
L
S
の
手
技
の
簡

便
化
、
ビ
デ
オ
上
映
の
導
入
、
講
習
後
に
お
け
る
復

習
用
器
材
の
提
示
、
提
供
同
救
命
の
連
鎖
の
徹

底

同

B
L
S
へ
の

A
E
D
の
導
入
等
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。

講
習
へ
の
ビ
デ
オ
ク
リ
ッ
プ
上
映
の
利
点
は
、
ビ

ジ
ュ
ア
ル
的
に
理
解
が
容
易
と
な
り
以
後
の
講
習
を

時
間
的
に
短
縮
し
て
進
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
時
間
的

に
余
裕
が
出
た
分
を
受
講
者
の
マ
ネ
キ
ン
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
に
あ
て
る
こ
と
が
可
能
な
た
め
、
全
員
に
徹
底

的
に
手
技
を
体
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
う
る

(
『

ω
ロ仏
ω10
ロ
可
包
ロ
-
口
問
)
。

ま
た
、

B
L
S
の
個
々
の
手
技
を
ビ
デ
オ
に
て
提

示
し
直
後
に
マ
ネ
キ
ン
訓
練
、
そ
し
て
次
の
手
技
を

ビ
デ
オ
で
提
示
し
て
直
後
に
マ
ネ
キ
ン
訓
練
と
い
う

「
見
た
ら
直
後
に
訓
練
す
る
」
と
い
う
方
法
が
と
ら

れ
て
い
る
(
君
主
岳

t
F
g
買
円
片
付
。
)
。
こ
の
方
法

に
よ
り
視
覚
か
ら
入
っ
た
情
報
を
す
ぐ
に
身
体
的
に

具
現
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
確
実
に
体
得
さ
せ
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
過
去
の
講
習
で
は
イ
ン
ス

図 1: AHA BLS講習の種類-1

AHAにおける BLS講習の種類、講習時間の目安

AHA 講習時間
BLS 対象者 選択科目

択一 両方course 

CPRfor ごく近しい関係の 大人 2時間 4 
familyand 

友人、恋人、家族 子供/乳児friends 2時間 4.5 

Heartsaver *警備員 大人 3時間 5.5 

CPR *消防士 子供/乳児 3時間 6.5 
*警察官

Heartsaver *スキーパトロール 大人のみ 4時間

AED *航空機乗務員等 全年齢 7時間

BLS for 医師、看護師、救命

healthcare 士などすべての医療 全年齢 6-8時間
providers 従事者

AHA 
救連命鎖

EMS 
barrier 気道

BLS s活ys性te化m CPRの内容 AED 
device 異物

course 

CPRfor 

ffarimenildy s and 
119通報

大人
鉦

訓練

救A 
and/or (-) 

Heartsaver 地域、
子供/乳児

(識意+) CPR 
鎖連の 部署内

での緊 大人のみ 有-無
Heartsaver の

急時対 両方
AED 理解 応シス 大人and刊共乳児 訓練

テムの 大人
(+) 五訂BLSfor 

healthcare 構築 and and 
providers 子供/乳児 意故(一)

図2: AHA BLS講習の種類-2

AHAにおける BLS講習の種類、内容の目安

ト
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
主

体
で
あ
っ
た
が
、
ビ
デ
オ
化
す
る
利
点
は
手
技
展
示

の
質
を
均
一
化
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。

救
命
の
連
鎖
の
重
要
性
は
過
去
す
で
に
述
べ
ら
れ

て
き
て
い
る
が
、
特
に
講
習
の
中
で
強
調
さ
れ
て
い

た
。
つ
ま
り
「
鎖
の
輪
が
は
ず
れ
な
い
こ
と
」
の
み

な
ら
ず
、
鎖
が
つ
な
が
っ
て
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の

E
町
形
成
が
時
間
的
に
遅
延
し
て
い
て
は
な
ら
な
い

こ
と
、
つ
ま
り
B
L
S
、
除
細
動
、
〉
(
リ
ロ
山
(
包

g
R
E

S
E庄
の
ロ
貯

ω
C
H
)
旬。
2
)
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
処
置
が

心
停
止
か
ら
時
間
的
に
早
く
開
始
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
も
今
後
本
邦
に
て
強
調
す
る
必
要
が
あ

る。
ま
た
、
救
命
の
連
鎖
を
形
成
す
る
時
に
、
会
社
、

事
業
所
、
建
築
現
場
、
行
政
関
連
施
設
な
ど
の
内
部

で
発
生
し
た
心
肺
停
止
症
例
に
つ
い
て
は
、
一
一
九

番
通
報
が
た
め
ら
わ
れ
が
ち
に
な
る
た
め
各
々
の
組

織
の
中
で
遅
滞
な
い
救
急
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら

れ
る
よ
う
各
組
織
内
で
の
指
揮
命
令
系
統
の
構
築
も

重
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

{
B
L
S
講
習
の
種
類
、
内
容
}

A
H
A
で
は
受
講
者
の
社
会
的
、
生
活
的
背
景
に

よ
っ
て
、

B
L
S
講
習
の
種
類
を
種
々
用
意
し
て
い

る
。
例
え
ば
ご
く
近
し
い
間
柄
で

C
P
R
が
行
わ
れ

る
よ
う
な
場
合
や
、
あ
る
い
は
業
務
上
現
場
に
一
番

最
初
に
対
応
す
る
可
能
性
の
高
い
救
助
者
(
警
備

員
、
警
察
官
、
乗
務
員
な
ど
)
の
場
合
や
、
ま
た
、

そ
れ
に

A
E
D
を
加
え
た
コ

1
ス
や
、
そ
し
て
そ
れ

と
は
別
に
医
療
従
事
者
が
行
う
B
L
S
の
コ

l
ス
な

ど
、
そ
の
種
類
は
多
岐
に
渡
る
(
図
1
、
2
)
。

つ
ま
り
受
講
者
の
背
景
に
個
々
に
対
応
す
べ
く
多

種
の
講
習
が
用
意
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
に
お
い
て

は
講
習
の
種
類
が
極
め
て
少
な
く
画
一
的
な
た
め
、

指
導
者
自
身
が
受
講
者
個
々
の
ニ

l
ズ
に
併
せ
た
カ

ス
タ
ム
メ
イ
ド
的
な
講
習
内
容
を
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
。ま

た
、
内
容
的
に
は
口
対
口
人
工
呼
吸
に
よ
る
感

染
症
の
擢
患
は
少
な
い
も
の
の
、
不
特
定
多
数
に
対

し
て
人
工
呼
吸
を
行
う
場
合
に
は
感
染
防
止
用
器
材

と
し
て
携
行
型
バ
リ
ア
・
デ
ィ
バ
イ
ス
の
携
帯
・
使

用
を
指
導
す
る
こ
と
も
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
。
現

在
、
一
部
消
防
本
部
を
除
い
て
講
習
時
に
デ
ィ
パ
イ

ス
の
話
は
す
る
が
購
入
方
法
ま
で
に

は
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
た

め
、
受
講
生
か
ら
現
場
に
お
け
る
配

付
、
販
売
の
要
望
も
高
ま
っ
て
い

る。
現
在
、
日
本
に
お
い
て
も
一
般
市

民
団
体
か
ら
感
染
防
止
用
器
材
の
購

入
、
配
付
、
携
行
の
運
動
が
高
ま
っ

て
お
り
、
適
宜
ホ
l
ム
ベ

l
ジ
な
ど

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本

来
で
あ
れ
ば
心
肺
蘇
生
法
を
普
及
啓

発
さ
せ
る
側
で
あ
る
消
防
側
が
率
先

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
。

(
F
H
G
…
¥
¥
当
者
宅

-mgitg・8
・守

¥
問
。
mwH・HHkmH
ロ仏
B

同
-
B
m
w
者
m
E
¥
N

∞N
∞
¥

宮
内
。
¥
三
円
1

宮内
0
・
}
同
昨
日
-
)

一般市民への指導内容は?

4ユ7

「寸 AHAHeartsaver CPR courseに相当卜-

(1 )救急の連鎖の重要性

(2)119番通報の方法

(3)人工呼吸

[:口対口
*口対バリア・デイパイス

(4)一人法 CPR

(5)気道異物除去

*窒息で意識がある場合

[3種類のコース]

*大人(3時間)

*子供/乳児(3時間)

*上記両方(5.5一日時間)

図 3:主たる講習形式
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ま
た
、
講
習
形
式
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
保
育
園
職

員
に
対
す
る
講
習
で
大
人
の
マ
ネ
キ
ン
し
か
持
参
せ

ず
、
そ
の
講
習
時
間
の
大
半
を
大
人
の

C
P
R
に
費

や
し
て
い
る
と
い
う
不
満
な
ど
が
受
講
生
か
ら
上
が

っ
て
い
る
事
実
を
認
識
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
他
受

講
生
の
中
に
感
染
症
キ
ャ
リ
ア
の
人
が
い
た
り
、
障

害
者
が
い
た
り
し
た
場
合
の
指
導
方
法
や
配
慮
に
欠

け
て
い
る
と
い
う
声
も
重
く
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。

主
た
る
講
習
形
式
は
傷
病
者
が
、
川
大
人
(
二
一

時

間

)

同

小

児

/

乳

児

(

三

時

間

)

同

大

人
・
小
児
/
乳
児
す
べ
て
(
五
|
六
時
間
)
を
対
象

と
し
た
三
通
り
の
コ

l
ス
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対

し
て
救
命
の
連
鎖
の
理
解
、
通
報
の
仕
方
、

C
P
R
、

気
道
異
物
除
去
が
含
ま
れ
て
い
る
。
受
講
者
の
ニ
ー

ズ
に
併
せ
て
こ
れ
ら
三
コ

l
ス
の
中
か
ら
適
宜
選
択

し
て
講
習
が
行
わ
れ
る
(
図

3
)
。

指
導
方
法
は
図
4
に
一
不
す
と
お
り
で
あ
り
、
前
述

の
ご
と
く
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
一
人
に
つ
き
受
講
生

六
人
、
マ
ネ
キ
ン
二
体
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

と
に
か
く
手
技
体
得
の
た
め
に
は
講
習
の
現
場
で

よ
り
多
く
マ
ネ
キ
ン
に
触
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
を
念

頭
に
お
い
て
い
る
。
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
は
三
人
の

組
を
二
つ
作
り
、
片
方
で
マ
ネ
キ
ン
の
手
技
の
練
習

を
さ
せ
(
ス
キ
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
)
、
も
う
片
方
の
組

で
は
シ
ナ
リ
オ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
(
シ
ナ
リ
オ
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
)
を
実
習
さ
せ
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

実
際
の
手
技
が
U
F可
也

g-
に
で
き
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
を
蘇
生
の
流
れ
の
中
で
遅
滞
な
く

用
い
る
よ
う
に
な
れ
る
か
は
こ
の
シ
ナ
リ
オ
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
が
必
要
と
な
る
。
一
九
九
四
年
以
前
、

A
H

A
の
講
習
は
種
々
主
題
ご
と
に
分
け
ら
れ
た
講
義
や

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
て
行
わ
れ
て
い
た
が

(ω
己
主
ゅ
の
ゲ

ゲ
包
括

(
2
8
5
R
F
)
、
一
九
九
四
年
以
降
で
は
症
例
や

シ
ナ
リ
オ
を
導
入
し
、
そ
れ
を
中
心
と
し
た
実
践
的

講
習
形
式

REO-gω
広
告
ロ
5
R
F
)
と
な
っ
て

現
在
に
至
っ
て
い
る
。

図
5
、
6
、
7
に
A
H
A
に
お
け
る

B
L
S
の
指
導

方
法
の
概
略
を
示
す
。
そ
れ
ら
特
徴
を
ま
と
め
る
と

(図

8
)
、
ま
ず
ビ
デ
オ
を
講
習
指
導
に
用
い
て
視
覚

的
に
動
機
付
け
(
当
日

q
h
Eさ
を
行
う
。
次
に
同

様
に
ビ
デ
オ
に
て

C
P
R
手
技
を
見
て
す
ぐ
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
を
行
う
(
前
述
の
当
巳
各
九

F
g買
R
止のめ)。

そ
し
て
い
く
つ
か
の
現
場
設
定
の
台
本
を
用
い
シ
ナ

リ
オ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
う
。
ま
た
、
受
講
者
の
背

景
、
希
望
を
取
り
入
れ
た
講
習
を
用
意
す
る
。
そ
し

て
講
習
の
質
を
保
障
す
る
た
め
に
実
技
、
筆
記
試
験

を
行
い
、
ま
た
、
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
質
を
保
つ

必
要
が
あ
る
た
め
、
受
講
者
や
コ

i
ス
モ
ニ
タ
ー
か

ら
今
回
行
っ
た
講
習
の
評
価
を
し
て
も
ら
う
こ
と
な

ど
が

A
H
A
で
の
講
習
の
管
理
方
法
と
さ
れ
て
い

る。{
日
本
の

B
L
S
講
習
と
の
対
比
}

日
本
で
は
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い

が
、
講
習
に
よ
る
そ
の
到
達
目
標
は
二
通
り
あ
り
、

ま
ず
講
習
人
数
を
限
定
せ
ず
(
日
本
で
は
指
導
者
一

人
に
受
講
者
一

O
人
と
あ
る
が
そ
の
根
拠
は
不
明
)
、

ま
た
、
講
習
で
実
技
試
験
、
筆
記
試
験
を
施
行
し
な

い
講
習
形
式
で
は
、
そ
の
講
習
の
質
を
管
理
、
保
障

で
き
な
い
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ

の
逆
に
利
点
と
し
て
は
受
講
生
を
マ
ス
(
大
人
数
)

で
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
普
及
啓
発
の
速
度

は
速
い
。

一
方
、
受
講
生
人
数
を
限
定
し
し
か
も
試
験
を
行

っ
た
結
果
、
合
格
者
に
は
資
格
証
を
交
付
す
る
と
い

う
講
習
形
式
で
は
、
特
に
受
講
生
に
一
定
の
能
力
レ

ベ
ル
を
期
待
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
レ
ベ
ル
を
量
産
す

る
に
は
時
聞
が
か
か
る
と
い
う

利
点
、
欠
点
を
ど
ち
ら
も
持
ち

併
せ
て
い
る
。

日
本
の
消
防
は
前
者
で
あ
り

A
豆
A
は
後
者
で
あ
り
、
国
情

的
差
異
も
あ
る
こ
と
か
ら
一
概

に
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
と
は

い
い
難
い
が
、
日
本
で
も
量
よ

り
質
を
重
視
し
て
、
抜
本
的
な

講
習
指
導
要
領
の
見
直
し
が
必

要
と
思
わ
れ
る
。

{
各
種
講
習
の
あ
る
べ
き
形

己
己
A

d

山田
d
』

最
近
、
洗
練
さ
れ
た
種
々
の

講
習
が
各
地
で
行
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
も
う
度

政急救命第11号 24

(1) 開講前に日時、場所、コースの説明、時間割を郵送する

(2) 開講前に教本、プレテストを配付して予習させる

(3) 部屋の広さは20人収容程度の声が届く大きさで、十分

明るくカーペット敷であり、ビデオ、ホワイトボード、

人数分の杭付き椅子を用意する

(4) マネキン l体に受講者3人、指導者 l人に受講者 6人

(講習前にマネキンの保守、点検を必ず行う)

(5) もしあれば模擬電話機の用意(シナリオトレーニング用)

(6) バリア・デイパイス (barrierdevice)の用意(人数分)

(7) 受講者で聴力、視力障害、膝、手関節疾患を持つ者、

又は HBVなど感染性疾患を持つ者の把握と指導上での

配慮

どのような指導方法か?

*方法(1)

(1) ビデオを用いて救命の連鎖及びCPRの重要性を認識

させる

(2) ピデオにて人工呼吸、 CPR、気道異物除去法を理解さ

せる

(3) デジタル腕時計の発信音を利用して CPRを行う

(4) グループ内でお互い指摘しながら実技練習

(peer practice ) 

(5) グループ内で配役してシナリオ実技練習

( SCel叩ぜopractice) 

(第一救助者、第二救助者(119通報者)、見取り訓練者)

(6) 修了証など

*講習受講者に修了証の交付

*筆記、実技試験施行時は合格者にのみ資格証の交付

ホワイト
ボード

指導者

宣盟Eal -44FF  

マネキンぷ〉べ.-- cr¥ 
《三 '0 ~YO 

受講者 '---" ¥ーノ

|実技練習グループシナリオグループ | 

会~-- ~門
O~ 0-

(AHA) 

(AHA) 

どのような指導方法か?

*準備

ビデオスクリーン

図 6:主たる指導方法-2

図 5:主たる指導方法-1

関 4:主たる指導方法

画面



こ
れ
ら
講
習
本
来
の
位
置
付
け
を
確
認
し
た
い
。

ま
ず
講
習
内
容
は
ど
こ
の
講
習
会
場
で
も
同
一
で

あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
講
習
の
現
場
で
は

最
新
の
治
療
法
や
手
技
な
ど
の
議
論
を
す
る
も
の
で

は
な
い
。
元
来
、
医
学
的
処
置
と
は

g巳
5
5
5区

な
場
合
も
多
く
、
唯
一
無
比
の
も
の
は
な
い
。
そ
の

た
め
現
時
点
で
の
そ
の
講
習
を
管
理
す
る
団
体
が
決

め
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
み
を
講
習
に
て
伝
え
る
べ
き

で
あ
り
、
講
習
を
種
々
の
手
技
等
を
議
論
す
る
場
所

に
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
問
題
点
が
あ
る
の
で
あ

れ
ば
、
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
は
そ
れ
を
持
ち
帰
り
そ

の
団
体
の

A
S
-
-
3
1
2
ω
R
S
2
8
2
一S
に
て
定
期

的
に
議
論
し
、
そ
し
て
定
期
的
に
改
定
し
、
そ
れ
を

新
た
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
講
習
に

r
E
Z兵

す
る
シ
ス
テ
ム
が
正
し
い
あ
り
方
で
あ
る
。

ま
た
、
実
技
試
験
、
筆
記
試
験
の
施
行
は
、
そ
の

団
体
が
行
っ
た
講
習
の
質
を
保
障
す
る
意
味
で
重
要

で
あ
る
。
近
年
問
題
と
な
っ
て
い
る
ユ
件
目
白
山
向
。
1

5
0巳
や
自
の
(
悼
の
巳

g
E
5日
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ

る
よ
う
に
、
医
療
従
事
者
で
質
が
管
理
さ
れ
て
い
な

い
者
に
お
け
る
緊
急
的
処
置
に
よ
り
、
も
し
も
不
都

図7:主たる指導方法~3

どのような指導方法か?

*方法(2)

(AHA) 

講義中は受講者に対して常にアイ・コンタクトをする

適宜、受講者へ質問するなどして発言の機会を与える

受講生からの質問にはすべて回答する

常に注意をそらさない(飽きさせない)講習を心掛ける

[例]r *ビデオ、スライド映写

I *板書、質疑応答

I *資料供覧、展示

I *受講生向士のデイスカッション

I *筆記テスト

L * coffee break 

(1) 

(2) 

(4) 

(3) 

図 8: AHA指導方法まとめ

!効果的トレーニングの実際|

BLS Instructor' s Manual 

合
が
起
こ
っ
た
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
「
緊
急
事
務
管

理
」
の
適
応
に
な
り
に
く
い
こ
と
も
覚
え
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

ま
た
、
試
験
な
ど
の
方
法
で
受
講
生
を
評
価
し
た

場
合
、
特
に
基
準
に
満
た
な
か
っ
た
受
講
生
に
対
し

て
は
必
ず
、
そ
の
良
い
点
、
悪
い
点
な
ど
の
内
容
を

向。包

g兵
し
、
次
回
へ
む
け
て
の
改
善
す
べ
き
点

を
自
身
に
把
握
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
本
来

の
講
習
に
お
け
る
試
験
で
は
、
も
ち
ろ
ん
落
と
す
た

め
の
も
の
で
は
な
く
、
自
身
の
足
り
な
い
点
、
優
れ

て
い
る
点
を
客
観
的
に
判
断
し
て
も
ら
い
、
十
分
理

解
し
た
う
え
で
今
後
の
継
続
学
習
へ
の
日
♀
守
主
。
ロ

と
す
る
こ
と
を
自
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

講
習
終
了
後
は
日
単
位
、
週
単
位
で
記
憶
し
た
学

習
内
容
が
劣
化
す
る
。
そ
れ
を
最
小
限
に
防
ぐ
た
め

に
は
、
自
己
学
習
、
復
習
の
方
法
そ
し
て
手
段
を
提

示
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
君
。
ず

ωぽ
で
種
々
の

情
報
や

C
P
R
の
動
画
を
入
れ
て
お
き
い
つ
で
も
参

照
さ
せ
た
り
、
ま
た
、
定
期
的
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

送
付
し
た
り
、
リ
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
コ

l
ス
(
資
格
更

新
)
の
案
内
を
告
示
し
た
り
す
る
こ
と
も
質
の
維
持

*動機付け

*視覚的な手技の理解

:技術習得に多くの時間を割く

:シナリオにそった想定訓練

:最新の知識、技術をもった指導者

:受講者のレベルに応じた講習

終了時の評価(筆記、実技)

共通の format(型、作法、やり方)を学ばせること

controversialな方法や知識を教えるのではないこと

実技、筆記試験を行い qualitycontrolをすること

(受講者の質の保障)

instructorによって評価基準に差がないこと

基準に満たない者にはきちんと評価内容を示すこと

(assessmentのfeedback)

受講後の自己学習、復習の方法を呈示すること

(continuing education) 

資格更新の講習の受講をすすめること

(refresher course) 

「講習jの位置付け、意義

7 

Video-based 

Hands同on

Scenario-based 

Instructor-based 

Flexible 

Criteria-based 

図 9:講習の位置付け

4 

5 

ーi
q

L

q

J

6 

)
 

噌

g
i(

 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

に
重
要
で
あ
る
。

{
あ
わ
り
巴
〕

基
本
的
に

A
狂

A
の
管
理
す
る
講
習
で
は
イ
ン
ス

ト
ラ
ク
タ
ー
に
対
し
個
人
の
裁
量
に
よ
っ
て
の
教
え

方
や
種
々
の
教
え
る
内
容
を
認
め
て
は
い
な
い
。
む

し
ろ
「
A
H
A
が
管
理
す
る
」
と
い
う
目
的
か
ら
は

個
人
の
裁
量
で
は
な
く
団
体
が
決
定
し
た
内
容
や
教

え
方
(
す
べ
て
を
含
め
た

Z
R広
口
向
洋

Egg-)

を
細
か
く
規
定
し
た
上
で
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
伝
え
、

か
つ
試
験
に
て
受
講
生
の
レ
ベ
ル
を
-
評
価
す
る
こ
と

で
質
の
管
理
を
な
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
な
し
得
る
た
め
に
は
、
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
現
場
の
ニ

I
ズ
に
対
応
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
す
で
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
講

習
現
場
で
の
問
題
点
を
持
ち
帰
っ
て
団
体
の
今
後
の

方
針
決
定
と
す
る
た
め
の
検
証
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
こ

と
が
必
要
と
さ
れ
る
。

日
本
の
消
防
に
お
け
る
種
々
の
講
習
で
は
、
こ
れ

ほ
ど
厳
然
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
管
理
さ
れ
て
は
お
ら

ず
、
ま
た
、
質
の
管
理
の
た
め
の
検
証
シ
ス
テ
ム
も

明
確
で
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

個
人
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
部
分
が
多
く
な
り
、
こ

の
こ
と
は
多
分
に
質
の
管
理
に
と
っ
て
は
不
都
合
で

あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

消
防
に
お
い
て
現
状
で
の
や
む
を
え
な
い
打
開
策

と
し
て
は
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
個
人
が
自
の
前
の
受

講
生
の
ニ

1
ズ
に
併
せ
て
講
習
内
容
を
ア
レ
ン
ジ
し

個
別
に
対
処
す
る
し
か
な
い
が
、
本
来
で
あ
れ
ば
講

習
を
管
理
す
る
団
体
が
提
供
さ
れ
た
講
習
内
容
を
十

分
に
検
証
し
、
そ
の
結
果
を
現
場
に
向
。
え
ず
山
岳
す

る
と
い
う
よ
う
な
統
括
的
な
質
の
管
理
シ
ス
テ
ム
を

構
築
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

25 



政:急に関する調査研究事業助成完ア報告

高等学校、申学校及び小学校における

救命講習(=呂 LS講曹)賦

いかにあるべ告か

財団法人東京救急協会指導課

水安達t包

は
じ
め
に

平
成
六
年
以
降
当
協
会
で
は
、
東
京
都
内
を
中
心
に
消

防
署
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
救
命
講
習
を
実
施
し
て

き
た
。
毎
年
の
受
講
者
数
は
増
加
し
て
お
り
、
都
民
等
が

救
命
講
習
に
関
心
を
寄
せ
る
度
合
い
に
広
が
り
を
見
せ
て

い
る
。し

か
し
、
救
命
講
習
で
知
識
・
技
術
を
習
得
し
て
も
、

実
際
の
場
面
で
ケ
ガ
や
病
気
を
し
た
人
に
対
す
る
応
急
手

当
が
で
き
る
人
を
養
成
し
な
け
れ
ば
、
本
当
の
意
味
で
の

救
命
講
習
と
は
言
い
が
た
い
。

今
回
、
実
践
で
き
る
パ
イ
ス
タ
ン
ダ

1
養
成
の
一
つ
と

し
て
、
生
徒
(
小
学
生
か
ら
高
校
生
)
に
対
し
、
実
践
す

る
意
識
ま
で
含
め
た
救
命
講
習
を
根
付
か
せ
て
い
く
方
法

を
検
討
し
た
。

E 

目

的

生
徒
た
ち
が
実
践
で
き
る

B
L
S
講
習
を
構
築
す
る

0

2

指
導
者
や
受
講
者
か
ら
の
評
価
を
検
討
し
、
講
習
に

反
映
さ
せ
る
。

3

米
国

(
A
H
A
)
の
B
L
S
教
育
の
指
導
方
法
を
参

考
と
す
る
。

4
救
命
講
習
の
開
始
学
年
に
つ
い
て
効
率
性
と
手
技
の

定
着
率
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。

5

生
徒
の
特
徴
や
性
格
な
ど
を
理
解
し
、
講
習
に
反
映

さ
せ
る

0

6

前
記
1
1
5
を
踏
ま
え
た
上
で
、
小
・
中
・
高
校
生

用
の
新
教
材
(
テ
キ
ス
ト
)
を
検
討
し
、
作
成
す
る
。

1 E
 
調
査
研
究
の
内
容

第
1

生
徒
に
対
す
る
救
命
講
習
か
ら
の
検
討

慶
鷹
義
塾
附
属
校
等
の
協
力
を
得
て
小
・
中
・
高
校

生
二

0
0
0
名
以
上
に
対
し
平
成
一
四
年
四
月
か
ら
平

成
一
五
年
三
月
ま
で
、
普
通
救
命
講
習
を
行
っ
た
。
そ

の
際
、
指
導
者
側
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
及
び
心
臓
マ
ッ

サ
ー
ジ
、
人
工
呼
吸
の
有
効
性
等
に
つ
い
て
分
析
し
た
。

な
お
、
生
徒
側
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
慶
謄
B
L
S

委
員
会
か
ら
の
協
力
を
得
て
、

材
料
と
し
た
。

-
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

普
通
救
命
講
習
を
実
施
後
(
原
則
と
し
て
、
指
導

者
一
名
に
対
し
受
講
者
一

O
名
)
、
指
導
者
側
に
対

し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
。

そ
の
内
容
は
、

・
指
導
全
体
の
満
足
度

・
訓
練
人
形
数
の
適
正
度

・
講
習
で
最
も
興
味
を
示
し
た
項
目

.
テ
キ
ス
ト
の
適
応
度

な
ど
で
あ
る
。

川
指
導
全
体
の
満
足
度

「
指
導
全
体
の
満
足
度
」
に
つ
い
て
は
表
1
の

と
お
り
で
あ
る
。
特
徴
的
な
の
は
小
学
生
に
お
い

て
「
大
変
満
足
」
と
「
余
り
満
足
で
き
な
い
」
と

い
う
回
答
が
一
番
高
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

閣
川
幅
四

「
大
変
満
足
」
の
部
分
に
お
い
て
は
、
小
学
生
が
指
導

者
の
話
す
内
容
に
よ
く
傾
聴
し
、
関
心
を
強
く
寄
せ
る
た

め
、
指
導
者
の
満
足
度
は
高
ま
る
反
面
、
小
学
生
に
対
し

て
講
習
内
容
を
き
ち
ん
と
伝
え
ら
れ
た
か
と
い
う
部
分
に

お
い
て
は
、
指
導
者
の
満
足
度
が
十
分
満
た
さ
れ
て
い
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

※
生
徒
の
評
価
で
、
「
講
習
は
楽
し
か
っ
た
か
」
の
質

問
結
果
は
表
2
の
と
お
り
で
あ
り
、
「
ま
あ
ま
あ
」
、
「
と

て
も
」
の
回
答
は
、
小
学
生
が
一
番
高
か
っ
た
。

全
体
的
に
み
て
も
六
割
以
上
が
講
習
を
楽
し
か
っ
た

(
「
と
て
も
」
、
「
ま
あ
ま
あ
」
)
と
回
答
し
て
い
る
。

同
訓
練
人
形
数

慶
鷹
義
塾
大
学
附
属
高
校
の
生
徒
を
三
日
間
に

わ
た
り
(
各
日
と
も
約
二

O
O
名
)
、
人
形
数
を

変
更
し
て
講
習
を
実
施
し
た
。
な
お
、
指
導
者
一

名
に
対
し
て
受
講
者
は
一

O
名
と
し
た
。
「
適
正
」

で
あ
る
と
答
え
た
の
は
人
形
一
体
の
場
合
で
四

O

%
、
二
体
で
六
五
%
、
一
ニ
体
で
五
五
%
で
あ
り
、

指
導
者
一
名
で
受
講
者
が
一

O
名
の
場
合
、
訓
練

関
係
す
る
項
目
を
検
討

救怠披命第11号 26



人
形
は
「
二
体
」
が
一
番
適
正
で
あ
る
と
の
回
答

が
高
か
っ
た
。
(
表
3
参
照
)

陶
ハ
圏

人
形
が
一
体
の
場
合
は
、
心
肺
蘇
生
法
の
実
施
者
以
外

(
待
機
者
あ
る
い
は
実
技
終
了
者
)
に
飽
き
が
生
じ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

人
形
数
が
三
体
の
場
合
は
指
導
者
の
負
担
が
大
き
く
、

手
技
等
に
関
し
て
指
導
・
助
言
が
行
き
届
か
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
想
定
訓
練
(
シ
ナ
リ
オ
に
よ
る
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
)
を
導
入
し
た
時
の
人
形
数
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
結
果
(
指
導
者
用
)
で
は
、
一
指
導
者
が
四
体
の
人

形
を
受
け
持
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
適
正
」
で
あ
る

と
回
答
し
た
も
の
は
八
七
%
と
高
率
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

想
定
訓
練
と
人
形
数
と
の
関
係
も
今
後
検
討
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

同
興
味
を
示
し
た
項
目

とてもつまらない

2% 

1% 

あまり満足できない

8% 

6% 

29% 

表 1

高校生(n=159) 

中学生(n=35)

小学生(n=28)

高校生(n=1636) 

中学生(n=376) 

小学生(n=130)

表 2

数
一
ド
一
・
ド
一
ド

ー
ラ
一
止
kr

一
t
r
一止
r

:
リ
一
つ
“
一

1
i

一つリ

数
「
い
↑
ト
↑

-

川

ノ

一

一

一

一

1
一
)
一
一
一

け
川
一
致
山
)
一
)
一
)

旨
日
一
定
同
一

A
『一

A
U
寸
一
《
b

』結
W

一
仁
ド
一
ハ
U

一
nu
一
nu

卜
H
H

一
連
同
一
つ
ι
一円
4

一
n
L

H
H
一
=
百
一

/
L
一
f
¥
一
f
‘、

芸

-
R

一

立

疋

一

一

一

でいい一
3
一5
一2

一

-
I
t
-
-
-
2

3
一
泊
一
/
一
/
一
メ

表
一
刻
一

4
一4
一4

「
興
味
を
示
し
た
項
目
」
は
小
・
中
・
高
校
生

と
も
一
番
興
味
を
示
し
て
い
た
の
は
心
肺
蘇
生
法

で
あ
っ
た
。
(
表
4
参
照
)

(
想
定
訓
練
な
ど
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
導
入
し
た

も
の
を
除
く
。
)

閣
ハ
閣

「
導
入
部
」
の
よ
う
に
話
し
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に

人
形
に
触
れ
疑
似
体
験
を
す
る
こ
と
や
最
悪
の
場
面
(
心

肺
停
止
)
を
想
定
し
た
講
習
内
容
に
興
味
が
沸
く
と
考
え

ら
れ
る
。

学
年
(
年
齢
)
が
高
く
な
る
ほ
ど
興
味
が
分
散
し
、
高

校
生
の
場
合
は
小
学
生
で
一
0
0
%
、
中
学
生
で
九
八
%

で
あ
る
心
肺
蘇
生
法
以
外
に
も
支
持
す
る
項
目
が
あ
っ

た。

(4) 

テ
キ
ス
ト
の
適
応
度

「
テ
キ
ス
ト
の
適
応
度
」
に
つ
い
て
は
表
5
の

と
お
り
で
、
不
十
分
と
い
う
回
答
は
高
校
生
が
五

%
、
中
学
生
が
二
六
%
、
小
学
生
が
七
三
%
と
な

り
、
小
学
生
に
対
し
て
は
適
応
が
不
十
分
と
い
う

回
答
が
多
か
っ
た
。

各自とも n=20 
表4

高校生(n=142)

中学生(n=35)

小学生(n口 28)

表

高校生(n=159) 

中学生(n=35)

小学生(n=28)

閣
ハ
閣

現
在
、
当
協
会
で
使
用
し

て
い
る
普
通
救
命
テ
キ
ス
ト

は
一
種
類
だ
け
で
、
子
ど
も

か
ら
大
人
ま
で
が
対
象
と
な

っ
て
い
る
。

指
導
者
と
し
て
は
、
小
学

生
の
場
合
な
ど
「
気
道
確

保
」
「
循
環
の
サ
イ
ン
」
な

ど
の
内
容
を
現
在
の
テ
キ
ス

ト
で
は
伝
え
る
こ
と
が
難
し

い
と
考
え
ら
れ
る
。

今
回
の
指
導
者
側
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
中
学
・

高
校
生
は
当
協
会
で
使
用
し

て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
理
解
で

き
る
と
の
回
答
が
多
か
っ
た

が
、
生
徒
を
対
象
と
し
た
テ
キ
ス
ト
が
作
成
さ
れ
る
以
前

の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
り
、
比
較
さ
れ
て
の
回
答
で
は
な
か

っ
た
。
と
す
れ
ば
少
な
く
と
も
生
徒
を
対
象
と
し
た
テ
キ

ス
ト
を
試
験
的
に
作
成
し
、
従
来
の
テ
キ
ス
ト
と
比
較
す

る
必
要
性
が
出
て
き
た
。

ま
た
、
小
学
生
か
ら
高
校
生
の
問
で
、
そ
の
体
力
や
知

識
の
成
熟
度
に
よ
り
線
引
き
を
し
、
生
徒
に
見
合
っ
た
二

種
類
の
テ
キ
ス
ト
を
作
成
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
も

救
命
講
習
開
始
学
年
の
調
査
結
果
な
ど
か
ら
導
き
出
さ
れ

た
。
(
図
1
参
照
)

2

心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
人
工
呼
吸
の
有
効
度
(
救
命

講
習
の
開
始
学
年
に
つ
い
て
)

川
調
査
の
過
程
と
方
法
に
つ
い
て

調
査
を
進
め
る
中
で
、
救
命
講
習
の
開
始
学
年

の
目
安
を
付
け
る
必
要
性
が
生
じ
て
き
た
。
こ
れ

は
、
講
習
の
あ
り
方
や
テ
キ
ス
ト
作
成
上
で
も
重

要
な
要
素
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
非
公
式
な
が
ら
消
防
機
関
の
行
う
救

命
講
習
は
中
学
生
以
上
と
の
定
め
が
あ
っ
た
が
、

特
に
科
学
的
な
根
拠
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
今
回
は
ど
の
学
年
が
人
工
呼
吸
・

心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
成
人
に
対
し
て
有
効
に
実
施

で
き
る
か
を
調
査
し
た
。

方
法
と
し
て
、
小
学
三
、
四
、
五
年
生
を
対
象

に
調
査
を
行
っ
た
。
(
各
学
年
サ
ン
プ
ル
数
二
ハ

O
名
)

普
通
救
命
講
習
(
三
時
間
)
で
人
工
呼
吸
や
心

臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
指
導
し
た
後
に
、
心
肺
蘇
生
法

の
テ
ス
ト
を
行
い
人
工
呼
吸
(
二
回
)
一
心
臓
マ

ッ
サ
ー
ジ
(
一
五
回
)
の
一
サ
イ
ク
ル
を
四
サ
イ

ク
ル
実
施
し
、
後
半
の
二
サ
イ
ク
ル
を
調
査
対
象

と
し
た
。

二
サ
イ
ク
ル
で
合
計
四
回
の
人
工
呼
吸
と
三

O

回
の
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
に
お
い
て
、
正
確
率
が
五

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
を
適
性
と
し
た
。
(
図

2
参
照
)

同

調

査

結

果
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心
肺
蘇
生
法
の
適
正
度
を
見
る
と
、
小
学
五
年

生
は
七

0
・
五
%
、
小
学
四
年
生
で
は
、
一
七
・

五
%
、
小
学
三
年
生
で
は
、
八
・
一
一
一
%
が
心
肺
蘇

生
法
を
一
定
レ
ベ
ル
以
上
で
実
施
で
き
た
。
(
図

3
参
照
)

同

考

察救
命
手
当
の
手
技
を
十
分
理
解
し
体
力
的
に
も

適
正
な
手
技
が
実
施
で
き
な
け
れ
ば
二
疋
レ
ベ
ル

の
結
果
に
結
び
つ
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
小
学
四
年
生
以
下
で
は
次
の
よ
う
な
理

由
で
十
分
に
満
足
の
い
く
結
果
と
な
っ
て
い
な
い
。

①
手
技
を
十
分
理
解
す
る
だ
け
の
知
識
が
な

い
こ
と

②
身
長
・
体
重
な
ど
体
格
的
な
面
で
未
成
熟

で
あ
り
十
分
な
心
臓
マ
ッ
サ
ー
ジ
が
行
え
な

い
こ
と

③
肺
活
量
が
少
な
く
、
人
工
呼
吸
が
十
分
に

行
え
な
い
こ
と

ま
と
め

(4) 

( .生命に際する道徳在売をE重要筏する。

小学生 3¥拡!:('I新舛久間 I---J将来のパイス合ンダ一間

ぷ符 -i・実技より道徳を重視
1J 

t 云十十……J 川 ・事散防止について強調する

1.ベースは現行のテキスト内容に沿ったもので、

¥¥判 表現方法を変えたり、文字、絵等に配E草する。

ト値段を安価にする。

ト臨ま語感と奨学習としての認織を深め、学習効果

、を高める。

以
上
の
こ

と
か
ら
、
生

徒
の
救
命
講

習
開
始
学
年

は
五
年
生
を

目

安

と

し

て
、
今
後
の

救
命
講
習
を

行
う
際
の
基

準
と
し
、
テ

キ
ス
ト
作
成

の
参
考
と
す

る。
た
だ
し
、

小
学
四
年
生

以
下
で
の
救

命
講
習
は
無

駄
だ
と
い
う

テキス卜作成の概念(一例)

溺校生

図 1

こ
と
で
は
な
い
。
救
命
講
習
を
支
持
す
る
生
徒
が

小
学
生
に
は
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
、
体
力
や

能
力
に
応
じ
て
「
命
の
尊
さ
」
や
「
危
機
的
な
状

況
に
あ
る
周
囲
の
人
に
係
わ
る
こ
と
の
意
義
」
な

ど
社
会
参
加
の
重
要
性
を
認
識
さ
せ
る
た
め
今
後

別
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
必
要
で
あ
る
。

米
国
A
H
A
(
米
国
心
臓
協
会
)
コ
ー
ス
の
受
講

目

的
A
H
A
の
主
催
す
る
出
戸
∞
沙
門
出

g
E
H
2
5

買
2
E
O
B
コ
l
ス
を
受
講
し
、
講
習
方
法
や
教
材

等
の
情
報
収
集
を
行
う
。

2

日

時

等

川

日

時

平

成

一

四

年

七

月

一

六

日
j
一
一
一
日

同

場

所

ハ

ワ

イ

(

ホ

ノ

ル

ル

)

講
習
実
施
場
所
は

A
M
R
(〉
5
2庁
内
山
口
宗
oE1

2
-
F唱
。
口
忠
一
民
間
救
急
)

講
習
種
別

A
H
A
の
コ

l
ス
に
は
表
6
の
よ
う
な
種
類
が
あ

λ 

首

m
21 3 

E塁CPR適正

み

正

め

適

日

開

山

内

早

す

山

ノ

エ
正
マ

1
1
商
ナ
レ

〈
7

開

幽

門

ぶ

ヌ史方不適

心肺蘇生のデータ(小学校5年生)図2

り
、
医
療
従
事
者
や
医
療
係
学
生
等
が
受
講
す
る
「
医

療
従
事
者
向
け
」
の
コ

l
ス
と
「
一
般
市
民
向
け
」

コ
i
ス
が
あ
る
。
今
回
は
医
療
従
事
者
向
け
の
出
戸
∞

向。片山円

g
p
F
3
5
]
u
g
i号
お
を
受
講
し
た
。

4

ま
と
め

今
回
の
研
修
を
通
じ
て
見
聞
し
た
こ
と
を
ま
と
め

る
と
以
下
の
よ
う
な
内
容
と
な
る
。

川
常
に
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
る
な
ど
、
十
分
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
。

同
細
か
い
失
敗
を
厳
し
く
指
摘
せ
ず
、
受
講
者
を

不
安
あ
る
い
は
自
信
喪
失
さ
せ
な
い
。

同
ビ
デ
オ
活
用
に
よ
り
指
導
内
容
の
偏
り
を
排
除

(
教
育
の
平
均
化
)
し
、
単
元
ご
と
に
見
せ
て
か

ら
実
技
を
行
う
。

(
d
g
R
F
F
g
胃
R
片
付
。
方
式
)

附
シ
ナ
リ
オ
に
よ
る
想
定
訓
練
を
行
い
、
よ
り
実

践
に
近
づ
け
た
訓
練
を
行
う
。
ま
た
、
受
講
者
同

士
で
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
高
ま
り
講
習
が
ス
ム
ー
ズ

に
な
る
。

同
指
導
者
に
対
す
る
評
価
を
行
う
こ
と
で
講
習
全

体
の
質
を
高
め
る
。

第
3

生
徒
の
特
徴

救
命
講
習
の
指
導
者
が
生
徒
の
特
徴
を
事
前
に
把
握

し
、
講
習
に
臨
む
こ
と
で
、
よ
り
質
の
高
い
講
習
が
提

供
可
能
と
な
り
、
受
講
者
の
「
救
命
」
に
対
す
る
モ
テ

ィ
ベ

l
シ
ヨ
ン
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
恩
わ
れ

る
。
今
回
、
参
考
図
書
や
各
種
デ

I
タ
を
基
に
生
徒
た

ち
の
特
徴
を
検
討
し
た
。

1

小
・
中
・
高
校
生
の
特
徴

小
学
生
は
救
命
講
習
に
対
し
て
興
味
を
持
っ
て
臨

ん
で
く
れ
る
性
質
が
あ
る
こ
と
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
に
よ
り
理
解
で
き
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
事

故
防
止
、
命
の
大
切
さ
、
仲
間
や
家
族
を
助
け
る
こ

と
な
ど
の
道
徳
面
を
根
付
か
せ
る
必
要
性
は
高
い
。

指
導
者
も
こ
の
年
代
に
救
命
講
習
の
内
容
を
伝
え

る
こ
と
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
、
ま
た
将
来
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
講
習
に

臨
む
必
要
が
あ
る
。
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中
学
生
は
心
身
と
も
に
大
き
な
変
化
が
あ
る
時
期

で
あ
る
。
子
ど
も
扱
い
さ
れ
る
の
を
嫌
が
る
性
質
や

反
発
心
が
強
い
こ
と
を
十
分
理
解
す
る
反
面
、
形
式

乳児に対する心肺蘇生法

(両栂指圧迫法)

医療従事者向けコース概要

コース名 コース時間 コース内容 対象者 試験/終了証

BLS for 6~8 時間 全年齢に対する CPR 院内・外の現場に関わる 試験要

Healthcare 感染予防具を用いた人工呼吸 医療従事者及び医療系学 コース修了証

Providers バッグマスク換気(酸素投与) 生

AEDの使用

異物除去

PALS Providers 16時間 小児の CPA知識、予防、対 小児医療に関わる医療従 試 験 要

応呼吸不全、ショック、 CPA 事者 コース修了証

からの蘇生等

ACLS Providers 16時間 成人の VF/VT、Arrestへの ER、ICU、CCUなどに所 試 験 要

最初の10分以内に対応すべき 属し緊急事態に対応する コース修了証

知識と技術 必要がある医療従事者

10の主なケース

ACしSEP 6~8 時間 ACLSの再講習者向け 頻繁に Cardiac Arrest 試 験 要

Providers 特殊な状況への対応 などの緊急事態に対応し コース修了証

なければならない医療従

事者向け

表 6

AEDの取り扱い要領

的
理
論
的
に
考
え
る
力
も
伸
び
て
く
る
の
で
、
理
に

か
な
っ
た
指
導
内
容
が
効
果
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

生
徒
た
ち
を
大
人
と
し
て
扱
い
、
そ
の
中
で
大
人

に
な
る
た
め
に
必
要
な
心
構
え
、
責
任
と
い
う
側
面

に
言
及
し
な
が
ら
、
倒
れ
て
い
る
人
が
い
た
場
合
に

勇
気
を
も
っ
て
手
当
に
臨
む
こ
と
を
指
導
す
る
。

高
校
生
は
自
分
ら
し
い
生
き
方
、
自
分
探
し
を
す

る
時
期
で
あ
る
。
模
索
し
て
い
る
生
き
方
を
自
分
の

納
得
で
き
る
も
の
に
作
り
上
げ
て
い
く
段
階
に
お
い

て
、
救
命
講
習
等
を
通
じ
て
社
会
的
貢
献
に
十
分
参

加
で
き
る
こ
と
な
ど
、
よ
り
大
き
な
視
点
に
立
っ
た

生
き
方
を
促
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(
資
料
一
「
生
き
る
力
を
は
ぐ
く
む
学
校
で
の
安

全
」
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
発
行
よ
り

引
用
)

救
命
講
習
実
施
状
況
(
普
通
救
命
講
習
)

小
学
、
中
学
、
高
校
生
の
受
講
者
数
は
表
7
の
と

お
り
で
あ
る
。

都
内
に
お
い
て
生
徒
の
受
講
す
る
救
命
講
習
が
毎

年
度
増
加
傾
向
に
あ
る
。
と
り
わ
け
、
中
学
生
の
受

講
者
数
が
多
い
(
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
卒
業

記
念
と
し
て
受
講
す
る
)
。

生
徒
が
救
命
講
習
を
受
講
す
る
時

期
を
捉
え
、
計
画
的
な
講
習
を
実
施

す
る
必
要
が
あ
る
。

2 

単位:人

平成12年度 平成13年度 平成14年度 .g. コ 言十

小学生 165 256 383 804 

中学生 6，980 11，762 20，782 39，524 

高校生 7，407 7，270 10，461 25，138 

合計 14，552 19，288 31， 626 65，466 

小・中・高校生の救命講習受講者数表 7

(財団法人東京救急協会)

N 

ア
キ
ス
ト
作
成
等
に
つ
い
て

今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
私
た
ち

は
生
徒
た
ち
に
対
し
て
よ
り
質
の
高
い
講

習
を
提
供
す
る
た
め
に
、
複
数
の
方
向
か

ら
調
査
し
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
の
一
つ

と
し
て
成
果
物
(
テ
キ
ス
ト
)
を
作
成
す
る

に
至
っ
た
。

1

基
本
的
な
概
念

川
テ
キ
ス
ト
中
の
言
葉
の
使
い
方

に
ル

I
ル
を
も
た
せ
、
一
言
葉
の
意

味
の
大
切
さ
を
伝
え
、
表
現
に
つ

い
て
は
、
救
命
講
習
開
始
学
年
と
し
た
小
学
校
五

年
生
で
も
理
解
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

同
わ
か
り
づ
ら
い
部
分
に
は
写
真
で
補
足
す
る
こ
と
。

同
必
須
項
目
と
選
択
項
目
を
設
け
受
講
者
の
経
験

や
成
熟
度
に
よ
っ
て
指
導
者
が
項
目
を
選
択
で
き

る
こ
と
。

な
ど
で
あ
る
。

2

テ
キ
ス
ト
の
今
後
に
つ
い
て

A
H
A
(
ア
メ
リ
カ
心
臓
協
会
)
で
は
「
(
U
H
V

同

E

p
g
oと
と
い
う
生
徒
向
け
テ
キ
ス
ト
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
中
で
、

C
P
R
の
必
要
性
を
強
く
訴

え
る
部
分
や
学
校
に
合
っ
た
(
目
標
、
資
金
、
時
間

な
ど
)
コ

i
ス
な
ど
に
つ
い
て
記
載
し
て
あ
る
。

ま
た
、
学
校
で
の
指
導
と
し
て
、
救
命
講
習
の
指

導
員
、
講
習
を
終
了
し
た
教
師
あ
る
い
は
生
徒
が
指

導
す
る
方
法
も
記
載
さ
れ
て
い
る

D

今
後
も
当
協
会
で
は
、
資
料
や
評
価
な
ど
を
取
り

入
れ
な
が
ら
、
よ
り
良
い
テ
キ
ス
ト
に
変
更
し
て
い

く
こ
と
と
し
て
い
る
。

V 

お
わ
り
に

一
年
間
の
調
査
研
究
に
お
い
て
、
多
く
の
小
学
生
か
ら

高
校
生
に
出
会
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
講
習
を
終
え
た
最

後
に
「
み
な
さ
ん
、
も
し
人
が
倒
れ
て
い
た
ら
助
け
て
あ

げ
ら
れ
ま
す
か
」
と
い
う
い
つ
も
の
質
問
に
対
し
て
元
気

よ
く
手
を
上
げ
、
応
え
て
く
れ
た
生
徒
た
ち
が
い
た
。
講

習
を
提
供
さ
せ
て
い
た
だ
く
側
と
し
て
は
一
番
う
れ
し
い

時
で
あ
り
、
そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
を
頼
も
し
く
感
じ
る
。

今
回
、
複
数
の
視
点
か
ら
救
命
講
習
と
い
う
も
の
を
探

っ
た
結
果
、
多
く
の
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
こ
の
調
査
研

究
で
得
ら
れ
た
こ
と
を
私
た
ち
指
導
者
側
は
よ
く
認
識

し
、
さ
ら
に
救
命
講
習
と
い
う
も
の
を
発
展
さ
せ
る
必
要

性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
実
践
で
き
る
パ
イ
ス
タ
ン
ダ
l
養

成
と
い
う
大
き
な
課
題
に
今
後
も
真
剣
に
取
組
ま
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
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財
団
法
人

救
急
振
興
財
団

平

造量z
罫Z富

盟
事
業

E覇覇暗掘調

教
育
訓
練
事
業

各
都
道
府
県
を
通
じ
て
推
薦
さ
れ
た
救
急
隊
員
を
対
象
と
し

て
、
救
急
救
命
士
の
国
家
試
験
受
験
資
格
を
取
得
さ
せ
る
た

め
、
東
京
研
修
所
及
び
九
州
研
修
所
に
お
い
て
次
の
と
お
り
研

修
を
実
施
し
た
。

前
期
(
東
京
研
修
所
第
二
二
期
及
び
九
州
研
修
所
第
一
五

期
)
の
研
修
は
、
平
成
一
四
年
四
月
九
日
か
ら
九
月
二
四
日
ま

で
の
六
か
月
間
に
わ
た
り
実
施
し
た
。
東
京
研
修
所
に
二
九
九

人
、
九
州
研
修
所
に
二

O
O
人
が
入
学
し
、
東
京
研
修
所
は
二

九
八
人
、
九
州
研
修
所
は
全
員
が
卒
業
し
た
。
後
期
(
東
京
研

修
所
第
二
三
期
及
び
九
州
研
修
所
第
二
ハ
期
)
の
研
修
は
、
平

成
一
四
年
一

O
月
八
日
か
ら
平
成
一
五
年
三
月
二
四
日
ま
で
の

六
か
月
間
に
わ
た
り
実
施
し
た
。
東
京
研
修
所
に
三

O
O
人、

九
州
研
修
所
に
二

O
O
人
が
入
学
し
、
両
研
修
所
共
に
全
員
が

卒
業
し
た
。

研
修
内
容
は
、
高
度
な
応
急
処
置
を
行
う
た
め
に
必
要
な
専

門
基
礎
分
野
及
び
専
門
分
野
に
つ
い
て
講
義
を
中
心
と
し
た
授

業
を
行
っ
た
ほ
か
、
臨
地
実
習
と
し
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
(
模

擬
実
習
)
、
臨
床
実
習
(
病
院
実
習
)
及
び
救
急
自
動
車
同
乗

実
習
を
行
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
臨
床
実
習
に
つ
い
て
は
一
六
人

の
医
療
機
関
(
四
七
都
道
府
県
)
に
研
修
生
を
派
遣
し
た
。

な
お
、
国
家
試
験
の
結
果
(
現
役
の
み
)
に
つ
い
て
は
、
前

期
は
東
京
研
修
所
が
二
九
七
人
、
九
州
研
修
所
が
一
九
九
人
合

格
し
、
後
期
は
東
京
研
修
所
が
一
ニ

O
O
人
、
九
州
研
修
所
が
一

九
六
人
合
格
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
両
研
修
所
の
卒
業
生
で
国

家
試
験
に
合
格
し
た
者
(
再
受
験
者
を
含
む
)
は
、
第
一
期
か

ら
の
合
計
で
入
、
二
三
二
人
と
な
っ
た
。

調
査
研
究
事
業

H
救
急
業
務
先
進
国
に
お
け
る
救
急
制
度
に
関
す

る
調
査
研
究

平
成
一
四
年
一

O
月
二
三
日
か
ら
一
一
月
一
日
の
一

0
日

間
、
山
本
保
博

E
本
医
科
大
学
救
急
医
学
科
主
任
教
授
を
中

心
と
し
た
調
査
団
を
編
成
し
、
デ
ン
バ
ー
、
マ
イ
ア
ミ
、
ア

ト
ラ
ン
タ
を
中
心
に
米
国
に
お
け
る
パ
ラ
メ
デ
イ
ツ
ク
ス
の

教
育
課
程
や
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
し
て
調
査
を

行
っ
た
。

同
救
急
搬
送
に
お
け
る
重
症
度
・
緊
急
度
判
断
基

準
の
作
成

前
年
度
の
準
備
委
員
会
に
お
け
る
検
討
結
果
に
基
づ
き
、

十
四
年
度
に
お
い
て
は
、
「
救
急
搬
送
に
お
け
る
重
症
度
・

緊
急
度
判
断
基
準
作
成
委
員
会
」
を
設
置
し
、
救
急
搬
送
時

に
お
け
る
高
次
医
療
機
関
と
そ
れ
以
外
の
医
療
機
関
の
選
定

に
係
わ
る
重
症
度
・
緊
急
度
判
断
基
準
を
作
成
し
た
口

こ
れ
は
、
救
急
隊
員
の
病
院
選
定
の
適
正
化
及
び
観
察
判

断
の
資
質
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
委
員
会
及
び
作
業
部
会
で
の
検
討
を
重
ね
た
う
え
で
中

間
報
告
書
を
平
成
一
五
年
三
月
に
ま
と
め
全
国
の
消
防
本
部

へ
配
付
し
た
。

同
救
急
救
命
の
高
度
化
の
推
進
に
関
す
る
調
査
研

究
プ
レ
ホ
ス
ピ
タ
ル
・
ケ
ア
の
充
実
に
関
わ
る
救
急
業
務
及

び
救
急
医
療
の
諸
問
題
の
解
決
に
向
け
て
、
二
件
の
研
究
を

行
っ
た
。

実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
「
救
急
の
課
題
等
検
討
委
員
会
」

(
委
員
長
一
山
本
保
博
日
本
医
科
大
学
救
急
医
学
科
主
任
教

授
)
の
審
査
に
よ
り
、
一
件
は
「
高
齢
者
の
救
急
搬
送
の
実

態
に
関
す
る
調
査
研
究
」
を
「
北
九
州
市
高
齢
者
救
急
搬
送

調
査
研
究
会
」
へ
研
究
委
託
し
、
も
う
一
件
に
つ
い
て
は
財

団
内
に
設
け
た
「
救
急
救
命
士
の
教
育
訓
練
体
制
の
あ
り
方

に
関
す
る
検
討
会
」
に
お
い
て
研
究
し
た
。

岡
全
国
救
急
隊
員
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催

全
国
の
救
急
隊
員
等
を
対
象
と
し
て
、
実
務
的
観
点
か
ら

の
研
究
発
表
及
び
意
見
交
換
の
場
を
提
供
し
、
救
急
業
務
の

充
実
と
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
第
一
一
回
全

国
救
急
隊
員
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
、
「
尊
い
命
を
救
う
た
め

い
の
#
り

に
つ
な
げ
よ
う
救
命
の
輪
」
を
メ
イ
ン
テ

1
マ
と
し
て
、

平
成
一
五
年
一
月
三

O
日
・
コ
二
日
の
二
百
聞
に
わ
た
り
、

横
浜
市
消
防
局
と
共
同
で
開
催
し
た
。
会
場
の
パ
シ
フ
イ
コ

横
浜
に
は
、
全
国
か
ら
三
、
八
七
六
名
の
救
急
隊
員
等
が
参

加
し
た
。

「
救
急
救
命
士
の
業
務
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
」
を
テ
ー

マ
に
、
島
崎
修
次
日
本
救
急
喪
一
学
会
理
事
長
に
よ
る
特
別
別
講

演
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
救
急
活
動
と
法
的
諸
問
題
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
二

0
0
0
に
も
と
づ
く
救
急
隊
員
向
け
教
育
プ
ロ
グ

ラ
ム
、

A
H
A
に
お
け
る
心
肺
蘇
生
法
の
指
導
要
領
に
関
す

る
各
教
育
講
演
、
そ
の
他
各
地
域
に
お
け
る
事
後
検
証
の
現

状
と
課
題
に
関
す
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
な
ど
活
発
な
討
議
、
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

岡
救
急
に
関
す
る
調
査
研
究
助
成
事
業

プ
レ
ホ
ス
ピ
タ
ル
・
ケ
ア
の
充
実
、
傷
病
者
に
対
す
る
救

命
効
果
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
救
急
業
務
に
関
す
る
先
進

的
な
調
査
研
究
事
業
を
実
施
し
て
い
る
団
体
に
研
究
助
成
を

行
っ
た
。

助
成
に
つ
い
て
は
、
「
救
急
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
助

成
審
査
委
員
会
」
(
委
員
長
一
島
崎
修
次
日
本
救
急
医
学
会

理
事
長
)
の
審
査
に
よ
り
、
六
団
体
を
決
定
し
た
。

〔
助
成
団
体
〕
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濁
協
医
科
大
学
越
谷
病
院
救
急
医
療
科
教
授

敬
一

「
救
急
車
内
で
の
モ
ニ
タ
ー
機
器
の
コ

l
ド
レ
ス
化
へ
の

試
み
新
し
い
心
電
図
導
出
方
法
(
コ

l
ド
レ
ス
電
極
)

と
コ

l
ド
レ
ス
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
の
開
発
|
」

O

山
本
郁
夫
・
前
田
睦
朗
記
念
会
前
田
病
院
長
前
田

睦
浩

「
簡
便
な
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム

(
W
I
C
D
M
A
方
式
「
F

O
M
A
」
)
を
活
用
し
た
救
急
視
覚
情
報
の
伝
達
と
二
次
救

急
医
療
機
関
で
の
そ
の
初
期
治
療
へ
の
有
効
性
に
関
す
る

調
査
研
究
」

。
日
本
医
科
大
学
救
急
医
学
科
主
任
教
授
山
本
保

博
「
〉
目
。
門
戸
の
印
口
出

g
Z
〉
ωω
。。宮片山
O

ロ

(
A
E
A
)
に
お
け

る
心
肺
蘇
生
法
の
指
導
戦
略
(
宮
山
岳
吉
岡

ω
可
巳
認
可
)
に

関
す
る
調
査
研
究
及
び
本
邦
で
の
応
用
」

O

大
阪
市
立
大
学
医
学
部
付
属
病
院
救
急
部
助
教
授

行

岡

秀

和

「
病
院
外
心
停
止
患
者
へ
の
早
期
除
細
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

関
す
る
研
究
」

O

財
団
法
人
東
京
救
急
協
会
理
事
長
小
山
貞

「
高
等
学
校
、
中
学
校
及
び
小
学
校
に
お
け
る
救
命
講
習

(
H
B
L
S
講
習
)
は
、
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」

O

プ
レ
ホ
ス
ピ
タ
ル
医
学
教
育
研
究
会
代
表
西
岡

和
男

「

O
S
C
E
(
O
Z
2
t〈
ゆ

印

守

口

2
c
E仏

Q
百
円
の
巳

何一

g
B
E注
目
。
口
一
客
観
的
臨
床
能
力
試
験
)
を
用
い
た
救

急
隊
員
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
と
評
価

同
包
括
的
指
示
下
で
の
除
細
動
に
係
る
講
習
会

昨
年
二
一
月
に
定
ま
っ
た
救
急
救
命
士
の
処
置
拡
大
の
方

針
に
よ
り
、
包
括
的
指
示
下
で
の
除
細
動
に
つ
い
て
は
、
平

成
一
五
年
四
月
を
目
途
に
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
消
防
庁
及
び
厚
生
労
働
省
と
協
力
し
、
既

O 

池
上

資
格
取
得
者
に
対
す
る
講
習
会
(
約
四
時
間
)
を
全
国
三
か

所
(
東
京
、
大
阪
、
福
岡
)
の
会
場
に
お
い
て
、
各
消
防
本

部
の
代
表
救
急
救
命
士
を
対
象
に
実
施
し
た
。
講
習
会
に

は
、
計
二
、
三

O
O名
が
参
加
し
た
。

ま
た
、
各
消
防
本
部
に
お
け
る
講
習
に
役
立
て
る
た
め
、

全
国
講
習
会
の
模
様
を
全
国
放
映
す
る
と
と
も
に
、
講
習
用

の
教
育
ビ
デ
オ
を
作
成
し
、
全
国
の
九

O
O消
防
本
部
に
配

付
し
た
。普

及
皆
発
事
業

ハ
門
広
報
事
業

①
財
団
機
関
誌
発
行
事
業

財
団
の
諸
事
業
及
ぴ
活
動
内
容
を
広
く
関
係
者
に

P
R

す
る
と
と
も
に
、
救
急
に
関
す
る
情
報
等
を
幅
広
く
提
供

す
る
こ
と
に
よ
り
、
園
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
消
防
機

関
及
ぴ
医
療
機
関
と
の
連
携
の
強
化
に
資
す
る
た
め
、
財

団
で
は
機
関
誌
「
救
急
救
命
」
を
定
期
的
に
発
行
し
て
い

る。
平
成
一
四
年
度
は
、
第
八
号
を
平
成
一
四
年
五
月
、
第

九
号
を
一
一
月
に
各
七
、

0
0
0部
発
行
し
、
関
係
機
関

に
送
付
し
た
。

②
「
救
急
の
日
」
出
展
に
伴
う
財
団
紹
介
広
報
事
業

平
成
一
四
年
九
月
九
日
か
ら
一
一
日
の
関
、
東
京
駅
丸

の
内
北
口
で
行
わ
れ
た
「
救
急
の
日
二

O
O
二
」
の
行
事

に
お
い
て
、
当
財
団
の
事
業
及
び
活
動
を
広
く
国
民
に
広

報
す
る
た
め
、
事
業
活
動
パ
ネ
ル
を
出
展
し
た
。

同
応
急
手
当
等
普
及
啓
発
資
器
材
等
の
支
援
事
業

①
心
姉
蘇
生
訓
練
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
!
及
び
応
急
手
当
講

習
用
テ
キ
ス
ト
等
の
寄
贈

消
防
機
関
に
よ
る
応
急
手
当
の
普
及
啓
発
活
動
を
推
進

す
る
た
め
、
普
及
啓
発
の
講
習
会
で
使
用
す
る
「
心
肺
蘇

生
訓
練
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

l
」
、
「
応
急
手
当
講
習
テ
キ
ス

ト
」
及
ぴ
「
応
急
手
当
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
付
感
染
防
止
用
シ

ー
ル
ド
」
を
六
六
団
体
に
寄
贈
し
た
。

②
救
急
普
及
啓
発
広
報
車
の
寄
贈

応
急
手
当
の
普
及
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
た
め
、
「
救

急
普
及
啓
発
広
報
車
」
を
製
作
し
、
二
団
体
(
埼
玉
県
久

喜
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
、
静
岡
県
田
方
消
防
本
部
)

に
寄
贈
し
た
。

③
「
救
急
の
日
」
の
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
・
配
付

救
急
医
療
及
び
救
急
業
務
に
対
す
る
国
民
の
正
し
い
理

解
と
認
識
を
深
め
る
と
と
も
に
、
心
肺
蘇
生
法
を
中
心
と

し
た
適
切
な
応
急
手
当
の
普
及
啓
発
の
推
進
を
図
る
た

め
、
「
救
急
の
日
」
の
ポ
ス
タ
ー
を
八
万
枚
作
成
し
、
医

療
機
関
、
都
道
府
県
消
防
主
管
課
及
ぴ
消
防
本
部
等
に
配

付
し
た
。

国
応
急
手
当
普
及
啓
発
推
進
事
業

パ
イ
ス
タ
ン
ダ

I
(傷
病
者
の
発
症
現
場
に
居
合
わ
せ
た

住
民
)
に
よ
る
心
肺
蘇
生
法
の
普
及
の
重
要
性
に
照
ら
し
、

地
域
の
住
民
組
織
と
消
防
機
関
が
協
力
連
携
し
て
実
施
す
る

応
急
手
当
の
講
習
活
動
に
対
す
る
支
援
事
業
を
積
極
的
に
推

進
す
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
一
四
年
度
は
、
財
団
法
人
日
本
防
火
協
会
へ
委
託

し
、
地
域
の
防
火
防
災
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
に
全
国
的

に
組
織
さ
れ
て
い
る
「
婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
」
を
通
じ
て
、
住

民
組
織
と
の
協
力
に
よ
る
応
急
手
当
講
習
の
実
施
等
を
行
っ

た
結
果
、
全
国
二

O
地
域
で
一
、
九
二

O
人
の
普
通
救
命
講

習
修
了
者
が
養
成
さ
れ
た
口

四

救
急
基
金
事
業

心
肺
蘇
生
訓
練
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

l
二
基
、
応
急
手
当
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
付
感
染
防
止
用
シ
ー
ル
ド
五

O
O枚
、
応
急
手
当
講

習
テ
キ
ス
ト
五

O
O
冊
の
普
及
啓
発
用
器
材
を
山
梨
県
東
山
梨

消
防
本
部
及
び
埼
玉
県
吉
川
松
伏
消
防
本
部
の
二
団
体
に
交
付

し
た
。
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第12回全国救急隊員シンポジウム開催プログラム .INFORMATION ・

第 1会場(メインホール) 第2会場(特別会議場) 第3会場(中ホール) 第4会場 (107・108) 第5会場 (204) 第6会場 (206)

10 : 00 開会式

10 : 30 特別講演

「プレホスピタル・ケアの沿革と今後の展望」

講:日本医科大学救急医学科 山本保博

12 : 00 休憩

13 : 00 シンポジウム I 教育講演 I 一般発表 I 一般発表 E 一般発表E ポスターセッション I

「救急隊員として望まれること」 「災害医療と危機管理」 「包括的指示下での除細動の現状」 「地域性に応じた救急活動」 「観察J 司:救急救命九州研修所 日野俊昭

座:川崎市消防局 及川洋 講:札幌医科大学医学部 浅井康文 助:愛知医科大学医学部附属病院 助 ・旭川医科大学附属病院郷 一知 助:日本医科大学付属千葉北総病院松本 尚 発:明石市消防本部 井 上 博 樹

シ:帝京大学医学部 小林国男 司:東京消防庁 永井秀明 中川隆 座-旭川市消防本部 西山秀世 座:福岡市消防局 星川英一 瀬戸市消防本部 小 出 信 夫

救急救命東京研修所 小川理郎 座:大阪市消防局 三宅正和 発-高槻市消防本部 松村賢一 発:広島市消防局 杉本幸生 栄町消防本部 石塚裕昭

大阪府立千里救命救急センタ』 寺師 柴 発:伊都消防組合消防本部 脇田佳典 守口市門真市消防組合消防材11 藤崎巳三雄 さいたま市消防局 土屋桂子 江津市外7町村消防組

川崎市消防局 大塚吾郎 旭川市消防本部 真岩敦 岡山市消防局 木川秀太郎 横浜市消防局 i度遺孝 合消防本部 平 忠克

北九州市消防局 宮生直明 姫路市消防局 松尾和樹 船橋市消防局 伊藤一朗 熊本市消防局 朝倉一郎 横浜市消防局 張替喜世一

(他 l名) 仙台市消防局 佐藤正 東京消防庁 野日瀬佳代 東京消防庁 程田康弘 大阪市消防局 梶 原 雄 治

千葉市消防局 反田賢一 神戸市消防局 金谷謙児

14 : 40 休憩

14: 50 パネルディスカッション 一般発表ν 一般発表V 一般発表羽 ポスターセッション E

「救急隊員の再教育の現状と課題J 「新生児・小児救急J 「ヘリ搬送の実態J 「応急手当普及啓発の推進j 司:救急救命東京研修所 山ヶ鼻秀一

15 : 10 デモンストレーション 助:北海道大学医学部 丸藤哲 助:岡山大学大学院 助:国立東京災害医療センター 井上 潤ー 助:救急救命九州研修所 最所純平 発:出雲市外4町広域消防

iPA連携J 座:京都市消防局 新井聴 医歯学総合研究科 氏家 良人 座:名古屋市消防局 出村正人 座:千葉市消防局 川上藤夫 組合消防本部 足 立 智 也

司:救急救命東京研修所 中村友彦 パ:札幌市消防局 今川秀樹 座:横浜市消防局 今関 篤 発:熊本県防災消防航空隊 守川泰一郎 発:鳥取県西部広域行政管理組合消防局 松本章義 笠岡地方広域事務組合消防本部 鈴木 俊史

助:福岡大学医学部 後藤英一 仙台市消防局 伊藤芳司 発:入関東部地区消防組合消防本部 玉野市消防本部 三宅秀明 ひたちなか市消防本部 浅野恵 さいたま市消防局 元田重成

実:東京消防庁 大阪市消防局 山城芳生 関 桂一 新潟県消防防災航空隊伊藤 健 福岡市消防局 岡賢一郎 独立行政法人消防研究所 久保田勝明

北九州市消防局 高槻市消防本部 橋本泰広 登米地域広域行政事務組合消防本部 長久手町消防本部 松原浩二 北九州市消防局 山本貴 川崎市消防局 菅谷由紀夫

江別市消防本部 喜多方地方広域市町村圏組合消防本部 佐々木章弘 東京消防庁 関口和良 札幌市消防局 山口晃央 小樽市消防本部 池亀 明

高久寛行 目立市消防本部佐藤肇光 朝霞地区一部事務組合

岡山市消防局 重賓 仁 埼玉県南西部消防本部宮 利昌

16 : 30 東京消防庁 関亜紀子

9 : 10 シンポジウム E 教育講演 E 一般発表四 一般発表明 ビデオセッション ポスターセッションE
「ウツタイン様式による救命効果の検証J「標準感染予防対策」 「救急隊員のストレス」 「特殊病態」 「救命の連鎖」 司:札幌市消防局 田中則之

座:大阪市消防局 志手隆之 講:厚生労働省仙台検疫所 岩崎恵美子 助:筑波大学心理学 系 松 井 豊 助.福島県立医科大学 国勢長一郎 助:金沢医科大学救急医学講座 瀧野昌也 発:豊田市消防本部 松 井 正 幸

ァ:大阪市立大学医学部附属病院 行岡 秀和 司:仙台市消防局 沼倉勝則 座:仙台市消防局 佐藤敏夫 座 さいたま市消防局 塚田 孝 座:広島市消防局 願永昭二 東備消防組合消防本部 田口伸也

シ:総務省消防庁 藤井比早之 発:豊田市消防本部 柴田東八 発-入聞東部地区消防組合消防本部 程島 一雄 発:香芝・広陵消防組合消防本部 仲西正雄 大津市消防局 上路 一朗

駿河台日本大学病院 長尾 健 さいたま市消防局柴田修 尼崎市消防局 松野洋一 札幌市消防局 高木修 衣浦東部広域連合消防局 井口 勝司

札幌市消防局 印藤昌智 福岡市消防局 工藤華代 室蘭市消防本部 倉兼幸一 神戸市消防局 城月徹 独立行政法人消防研究所金田 節夫 l

広島市消防局 池田 一生 札幌市消防局 橋本好弘 川崎市消防局 今野淳二 川崎市消防局 渓口真一朗

東京消防庁 元橋綾子 東京消防庁 小野哲也

10 : 40 休憩

10 : 50 シンポジウムE ケーススタディ

「救急救命士の処置範囲拡大の現状と今 「事例に基づく法律知識」

後の展望J 司:神戸市消防局 松山雅洋

座:東京消防庁 鈴木正弘 ァ:木下法律事務所 木下健治

ァ:日本摂急医学会 島崎修次 万来総合法律事務所花井増賓

東京大学 前川和彦 杏林大学総合政策学部 橋本雄太郎 / 

シ:総務省消防庁 吉崎賢介
日程:平成 16年 1月29日(木). 3 0日(金)

厚生労働省 中田勝己

12 : 10 愛知医科大学医学部附属病院 野口 宏 受付 :9:00~ (両日とも)
日本医科大学付属千葉北総病院 益子邦洋

横浜市消防局 高松益樹 会場:札幌コンペンションセンター

熊本市消防局 西岡和男 札幌市白石区東札幌6条 1丁目

12 : 30 閉会式 東札幌駅(地下鉄東西線)より徒歩 12分

※発…発表者、講…講師、助…助言者、座…座長、司…司会、ア…アドバイザ一、シ…シンポジス卜、パ…パネリスト、実…実演
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当財団では、プレホスビタル・ケアの充実、傷病者の救命率の向上等に資するため、救急

業務に関する先進的な調査研究を行なう団体に対して、調査研究実施に必要な経費の助成を

行なっております。

平成16年度の調査研究助成の概要は次のとおりとなっております。

干 助成対象団体 う

医療機関 (4団体)及び消防機関 (2団体)

ぺ色 調査研究デ斗:vu
近年における救急救命士制度の改革や救急医療の進展の動向等に対応しながう、プレホスピタル・ケア

の充実や救急業務の高度化に資する調査研究を幅広く対象とします。

週去に行われた調査研究のテーマは、「救急業務の高度化とメデイカルコントロール体制の基盤づく

りに関する調査研究J、「病院外心停止患者への早期除細動プログラムに関する調査研究」、 iAHAにお

ける心肺蘇生法に関する調査研究及び本邦での応用」、「高等学校・中学校及び小学校における (BLS)

講習のあり方J、「防振ストレッチャ-架台の研究開発」、「救急ヘリ内からのモニタリングデータの伝

送」などがあります。

今後のテーマとしては、例えば次のようなものが挙げられます。

-ウツタイン様式を用いた傷病者予後の実証的分析と地域の救急システムの検証。

-各種の疾患に応じた救急救命処置の将来的なあり方とドクター・力一等での検証0

. PADの本邦での導入可能性と条件整備に関する研究。

-救急救命士等に対する効果的な病院実習や再教育の方策と検証。

-救急隊員の標準課程教育プログラムのあり方と効果測定の方策に関する調査研究。

-救急現場や救急車内に適した救急資器材の開発-改良(小型・軽量化等)に関する先進的な調査研究0

. BLS講習の効果的-実践的な普及方策に関する調査研究。

-その他、地域の特性に応じた救急活動の事後検証システムに関すること、救急活動に関する各種ブ

ロトコールに関するとと、救急隊の効果的運用策に関することなど。

3 調査研究期間 〉

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

4 助成金額 ir j 
1団体150万円を上限とします。

助成金の使途は、主として研究に直接要する物品の購入費用、その他調査研究推進に必要な費用並びに

調査研究成果物の刊行費用とします。(アンケート処理のためのパソコン等購入費用、調査旅費は除きます。)

5 選考及び通知〉

当財団の「救急に関する調査研究事業助成審査委員会Jにおいて審査選考し、申請者に結果を通知します。

6 その他 〉
(1)助成団体代表者は、調査研究期間の終了後は 2ヶ月以内に助成対象事業完了報告書及び調査研究成

果物5部を提出するものとします。

(2)調査研究成果の発表に際しては、当財団の助成を受けた調査研究であることを明らかにすることと

します。また、当財団は調査研究成果物の内容の全部または一部を、刊行物その他適宜の方法をもっ

て発表することができます。

(3)その他については、救急に関する調査研究事業助成要綱によります。

〉 所定の申請書に必要事項を記入のうえ、当財団あてに送付。

(申請書は請求により送付)

2 申請書送付先 〉干1旧9但2ト一0制東京都八王子市南大沢澗4←一
財団法人救急振興財団企画調査課

TEL 0426-75-9931 FAX 0426-75-9050 

1 応募方法

3 応募締切日 〉 平成16年 1月30日(金)<当日必着〉

斗 問い合 わせ先 〉 企画調査課小津竹内
財団法人救急振興財団 ホームページ http://www.fasd.or.jp



インフォメーション

おります~

読者の皆さまからの様々な情報や投稿を随時受け付けています。

どしどしお寄せください。

皆さまからの情報をお待ちし、でl

『救急救命』編集室では、

以下の要領を参照のうえ、

『救急求，町、..，

4砂

.一工夫した救命講習会や応急手当の普及活動 (自薦-他薦どちらでも構いません)

・読者に広く知らせたい (消防本部などの)救急に関する取組みについて

・印象に残っている講習会・エピソード

・掲載記事に関するご意見-ご要望 など

*上記に該当しないものでも救急に関する事項であれば、どんなことでも結構です。また、取材

を希望される消防本部又は救急関係団体は、編集室までご連絡ください。

*情報提供の形式は聞いません。電話、 FAX、電子メ-)レ又は郵送などでお寄せください。

C"::I 

ft 内集募• 
ご連絡・お問い合わせ先.

干192-0364 東京都八王子市南大沢4-6
財団法人 救急振興財団 『救急救命』編集室

T E L 0426-75-9931 FAX 0426-75-9050 
E-mail : minagawa@fasd.or.jp 
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救急振興財団のホームページ

からパックナンバーをご覧い

ただけます。

吉 j幸一 彦

西川浩二

第11号・編集スタッフ

編集委員長

赤羽信夫

編集委員

大槻正幸

新木秀敏

日野俊昭

事 務局

鈴木進

竹内さゆり

2003年11月30日
『救急救命J編集委員会

佐野徹治

財団法人救急振興財団

干192-0364 東京都八王子市南大沢4-6
T E L 0426-75-9931 FAX 0426-75-9050 
東京法令出版株式会社

発行

編集

発行人

発行所

作市リ
小 津浩志

皆川ゆき恵。本誌の掲載記事・写真の無断転載を禁じます
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⑧ 恕日本宝〈じ協会
( 当せんはしっかり調べて、しっかり換金。 )

宝くじのホームページ

http・/γwww.takarakuji.nippon-net.ne.jp.外国発行の宝くじを、日本国内において購入することは、法律で禁止されています。
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