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“ 神戸市消防局の応急手当普及啓発活動 悦

市民救命士20万人養成記念式典

• r市民救命士j養成実績

種 実頁 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Hll H12 H13 H14 H15 合計

心肺蘇生法コース 9.080 10.212 15.304 15.701 16.093 14.540 16.163 15，254 15.189 21.537 24.731 173.804 

J!日U コ 一 ス 435 435 

ケガの手当コース 1.846 3.478 3.708 3.433 2.988 3.632 4.081 3.727 3.795 30.688 

上 級 コ ス 587 826 699 546 601 520 611 873 730 5.993 

救急インストラクター 400 415 294 141 160 184 176 230 225 211 292 2.728 

d口b、 計 9.480 10.627 18.031 20.146 20.660 18.703 19.928 19.636 20.106 26，348 29.983 213.648 

5万人達成:平成8年11月11日

10万人達成:平成11年 6月25日

15万人達成:平成13年12月9日

20万人達成:平成15年11月11日

ボランティア員による講習会指導の様子

特集「応急手当普及啓発活動の現状と課題⑩J(詳細 p.8)
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-・市民救命士制度・・
「市民救命士」講習は、「心肺蘇生法コースJr小児コースJrケガの手当コースJr上級コースJr救急イン

ストラクター講習」の 5種類があります。

種 実買 講 習 内 笛Fデ明 受 講料

心肺蘇生法コース
呼吸や心臓が停止した傷病者に対する心臓マッサージ、 人工呼吸 無料

等の応急手当 (3時間) (定例は500円)I 

JlE U コ ス
小児、乳児の呼吸や心臓が止まったり、飲食物等が喉に詰まった

無料
ときに必要な応急手当(3時間)

ケガの手当コース
骨折 外傷等の傷病者に対する=角巾や包帯を活用した応急手当

300円
( 2時間)

上級 コ ス 様々な傷病者を想定し、複雑で高度な応急手当 (8時間) 1.500円

救急インストラクター 事業所等における応急手当の指導者に必要な指導技法 (3日間) 5.000円

※市民救命士や救急インス トラ クターという名称は、神戸市が独自にネーミングしたものです。

v修了証告種

- ω 
市民救命士講習修了証

く心肺蘇生法コース>

l市民救命士認定証
〈心肺蘇生法 コース

神戸市消防局 神戸市消防局

ー(.)
市民救命士講習修了証

く 小児コ ース>

市民救命士認定証
<上級コース>

神戸市消防局 神戸市消防局

1
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13神兵ふムユ

⑨ 
市民救命士講習修了証

<ケガの手当コース>

神戸市消防局

FIRST AID INSTRUCTOR 

ー(.)
応急手当普及員認定証

神戸市消防局

企神戸市オリジナルテキス 卜
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‘ボランティア員による出初式でのデモンストレーション

ワールドカップ開催に向けての講習会惨

‘ヤフー88スタジアムの警備員
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----
救急救命九州研修所
第四期生
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消
防
機
関
の
行
う
救
急
業
務
は
、
昭
和

三
八
年
に
法
制
化
さ
れ
て
以
降
、
国
民
の

生
命
・
身
体
を
守
る
た
め
の
住
民
に
一
番

身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
定
着
し
、

目
覚
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
に
お
け
る
高
齢

化
の
進
展
や
疾
病
構
造
の
変
化
等
に
よ

り
、
救
急
出
動
件
数
及
び
搬
送
人
員
は

年
々
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
救
急
業
務

は
ま
す
ま
す
多
様
化
、
高
度
・
専
門
化
し

て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
救
急
救
命
士
の
行
う

処
置
範
囲
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
「
救
急

救
命
士
の
業
務
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
検

討
会
」
報
告
書
に
お
い
て
、
処
置
範
囲
拡

大
の
方
向
性
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

輔盛時

争巻頭のことば

自
谷

祐

全
国
消
紡
長
会

除
細
動
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
五
年
四

月

日
か
ら
必
要
な
講
習
を
修
了
し
た
救

急
救
命
士
は
、
医
師
の
包
括
的
指
示
下
で

除
細
動
の
実
施
が
可
能
に
な
り
、
迅
速
な

除
細
動
に
よ
る
救
命
効
果
の
向
上
が
図
ら

れ
て
い
ま
す
。

気
管
挿
管
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
ハ
年

七
月
か
ら
必
要
な
講
習
と
所
定
の
三
O
症

例
の
実
習
を
修
了
し
た
救
急
救
命
士
は
、

気
管
挿
管
の
実
施
が
可
能
と
な
り
ま
し

た。
薬
剤
投
与
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
八
年

四
月
を
白
途
に
必
要
な
講
習
と
所
定
の
実

習
を
修
了
し
た
救
急
救
命
士
は
、
薬
剤
投

与
(
エ
ピ
ネ
プ
リ
ン
)
が
可
能
に
な
る
な

ど
、
救
急
救
命
士
の
処
置
範
囲
が
さ
ら
に

拡
大
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

平
成
一
六
年
四
月
現
在
、

一
五
、
一
二
O

O
人
余
の
救
急
救
命
士
が
活
動
し
て
い
ま

す
が
、
引
き
続
き
救
急
救
命
士
の
全
国
的

な
養
成
需
要
に
積
極
的
に
対
応
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
か
で
も
、
救
急
救
命
士
の
新
規
の
養

成
や
既
得
の
救
急
救
命
士
に
対
す
る
処
置

拡
大
の
追
加
講
習
等
に
つ
い
て
は
、
よ
り

高
度
な
専
門
知
識
の
取
得
と
専
門
技
術
の

向
上
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
研
修
期

間
の
延
長
や
研
修
体
系
の
見
直
し
が
検
討

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

今
般
、
こ
れ
ら
救
急
救
命
士
の
処
置
拡

大
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
救
急
救
命
士

等
に
対
す
る
医
師
の
指
示
、
指
導
・
助
言

体
制
、
救
急
活
動
の
事
後
検
証
体
制
及
ぴ

救
急
救
命
士
等
の
再
教
育
体
制
を
柱
と
す

る
、
各
地
域
に
お
け
る
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
体
制
の
さ
ら
な
る
充
実
が
必
要

園田画面盟国

瞳冨冨
会
長

不
可
欠
で
す
。
各
消
防
本
部
に
お
い
て

は
、
救
急
救
命
士
の
養
成
や
救
命
処
置
範

囲
の
拡
大
へ
の
対
応
は
も
と
よ
り
、
高
度

救
命
処
置
用
資
器
材
及
ぴ
高
規
格
救
急
白

動
車
の
整
備
・
促
進
を
行
う
な
ど
、
地
域

住
民
の
さ
ら
な
る
救
命
率
の
向
上
に
努
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

全
国
消
防
長
会
と
し
て
は
、
平
成
二
ハ

年
度
総
会
の
決
議
事
項
の
一
つ
に
「
救
急

業
務
高
度
化
へ
の
対
応
に
よ
る
救
命
効
果

の
向
上
」
を
挙
げ
て
お
り
、
今
後
と
も
国

民
の
信
頼
に
応
え
る
た
め
、
救
急
業
務
の

さ
ら
な
る
高
度
化
を
積
極
的
に
推
進
し
、

財
団
法
人
救
急
振
興
財
団
並
ぴ
に
各
関
係

機
関
と
緊
密
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
よ

り
一
層
の
救
命
効
果
の
向
上
に
向
け
、
努

力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

7 



ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

語輔君E
監理

露骨骨

⑮ 

ー
神
戸
市
消
防
買
を
取
材
し
て
l

文
1

1

編
集
室

平
成
七
年
一
月
一
七
日
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
二
の
大
地
震
が
阪
神
地
区
を
襲
っ
た
。
こ
の
地
震
は
大
都
市

を
襲
っ
た
直
下
型
地
震
と
し
て
は
史
上
最
大
規
模
の
も
の
で
あ
り
、
今
回
訪
れ
た
神
戸
市
に
も
空
前
の
被
害
を
も

た
5
し
た
。

神
戸
市
消
防
局
で
は
、
平
成
五
年
度
か
う
「
市
民
救
命
士
制
度
」
を
発
足
さ
せ
て
応
急
手
当
の
普
及
啓
発
に
努

め
て
い
る
が
、
震
災
以
降
、
そ
の
教
訓
を
活
か
し
た
独
自
の
コ

l
ス
立
て
で
、
多
く
の
市
民
救
命
士
を
養
成
す
る

と
と
も
に
、
積
極
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
消
防
団
員
の
活
動
に
よ
っ
て
、
地
域
に
根
付
い
た
応
急
手
当
の
普
及
啓

発
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。

神
戸
市
で
進
め

5
れ
て
い
る
応
急
手
当
普
及
啓
発
の
現
状
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
お
話
を
伺
っ
た
。

覇
市
民
救
命
士
制
度
の
概
要
輔

及
啓
発
に
取
り
組
み
は
じ
め
ま
し
た
。

平
成
七
年
か
ら
は
一
年
間
に
二
万
人
の
市
民
救
命

士
を
養
成
す
る
計
画
で
事
業
を
進
め
、
平
成
一
六
年

七
月
末
現
在
の
延
べ
養
成
人
員
は
二
二
万
一
、

0
0

0
人
に
達
し
て
い
ま
す
。

近
藤
応
急
手
当
の
普
及
啓
発
活
動
を
展
開
す
る
に

あ
た
っ
て
、
市
民
の
方
が
是
非
講
習
を
受
け
た
い
と

思
う
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
名
称
を
付
け
よ
う

と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
と
議
論
を
重
ね
た
結

果
、
「
市
民
救
命
士
」
と
命
名
し
ま
し
た
。

|

|

l

「
市
民
救
命
士
制
度
」

教
え
て
く
、
だ
さ
い
。

の
発
足
経
緯

C
つ
い
て

松
山
平
成
四
年
の
七
月
か
ら
、
救
急
救
命
士
が
乗

務
す
る
救
急
隊
の
運
用
を
始
め
た
わ
け
で
す
が
、
救

急
車
が
到
着
す
る
ま
で
に
、
バ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー
に
よ

る
応
急
手
当
が
実
施
さ
れ
な
い
と
救
命
率
が
上
が
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
神
戸
市
で
は
平
成
五
年
度
か

ら
「
市
民
救
命
士
制
度
」
を
設
け
、
応
急
手
当
の
普

8 救怠救命第13号
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l
i年
間
二
万
人
の
養
成
を
目
標
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
だ
け
多
<
の
市
民
に
講
習
会
を
実
施
す
る

上
で
、
伺
か
工
夫
さ
れ
て
い
る
点
は
あ
り
ま
す
か
。

下
原
や
は
り
、
救
急
隊
員
だ
け
で
は
こ
れ
だ
け
の

人
数
を
養
成
す
る
の
は
困
難
で
す
か
ら
、
発
足
当
時

は
、
指
導
員
講
習
を
消
防
署
職
員
、
若
し
く
は
消
防
を

退
職
さ
れ
た
方
に
受
講
し
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
資

格
を
基
に
指
導
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。

平
成
六
年
四
月
に
は
、
吏
に
効
果
的
に
事
業
を
展

開
す
る
た
め
、
平
成
六
年
に
成
立
さ
れ
た
(
財
)
神



A下原課長

戸
市
防
災
安
全
公
社
の
事
業
の
一
つ
と
し
ま
し
た
。

公
社
自
体
は
、
消
防
業
務
に
関
す
る
様
々
な
事
業
を

行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
一

般
市
民
へ
の
応
急
手
当
の
普
及
啓
発
事
業
が
消
防
局

か
ら
委
託
さ
れ
、
応
急
手
当
指
導
は
公
社
が
専
門
に

行
っ
て
い
ま
す
。

嘱
託
職
員
は
七
人
で
す
が
、
今
ま
で
の
養
成
過
程

の
中
で
普
及
員
・
指
導
員
資
格
を
取
得
さ
れ
た
一
般

市
民
の
方
々
に
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
公
社
に

登
録
し
て
い
た
だ
い
て
、
お
手
伝
い
を
し
て
い
た
だ

き
な
が
ら
講
習
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

j
j
l
「
市
民
救
命
士
」
講
習
に
つ
い
て
具
体
的
に
教

え
て
<
、
だ
さ
い
。

近
藤
現
在
当
市
で
開
い
て
い
る
「
市
民
救
命
士
」

講
習
は
全
部
で
五
種
類
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
「
心
肺
蘇
生
法
コ

l
ス
」
で
、
こ
れ
は
、

全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
る
普
通
救
命
講
習
と
同
様
に

心
肺
蘇
生
法
を
学
ぶ
た
め
の
も
の
で
す
。

二
つ
日
は
、
通
常
は
普
通
救
命
講
習
の
中
で
行
わ

れ
て
い
る
小
児
に
対
す
る
応
急
手
当
指
導
を
当
市
で

は
別
コ

l
ス
を
設
け
、
平
成
一
五
年
か
ら
「
小
見
コ

ー
ス
」
と
し
て
三
時
間
の
講
習
を
行
っ
て
い
ま
す
。

三
つ
目
は
、
骨
折
・
外
傷
な
ど
に
対
す
る
応
急
手

当
を
学
ぶ
二
時
間
の
「
ケ
ガ
の
手
当
コ

1
ス
」
で
、

平
成
七
年
か
ら
開
設
し
て
い
ま
す
。

四
つ
目
は
「
上
級
コ

l
ス
」
と
し
て
八
時
間
の
講

習
、
五
つ
目
は
当
市
が
独
自
に
ネ
ー
ミ
ン
グ
し
た
「
救

急
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
講
習
」
と
し
て
の
三
日
間
の

講
習
で
す
。
こ
れ
ら
二
つ
は
、
全
国
的
に
行
わ
れ
て

い
る
「
上
級
救
命
講
習
」
、
「
普
及
員
講
習
」
に
当
た

る
も
の
で
す
。

さ
ら
に
職
員
向
け
の
指
導
員
講
習
も
あ
り
ま
す
の

で
、
計
六
種
類
の
講
習
会
を
開
催
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

|
|
「
小
児
コ
ー
ス
」
と
「
ケ
ガ
の
手
当
コ
ー
ス
」

、
か
特
徴
的
で
す
ね
。
こ
の
こ
つ
の
コ
ー
ス
を
設
け
だ

き
っ
か
け
は
な
ん
で
す
か
。

下
原
「
小
児
コ

1
ス
」
は
、
子
ど
も
を
持
つ
親
と

し
て
、
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
応
急
手
当
を
学
ん

で
お
き
た
い
と
い
う
要
望
が
あ
り
ま
し
て
開
設
し
ま

し
た
。
受
講
者
は
若
い
お
母
さ
ん
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。「

ケ
ガ
の
手
当
コ

l
ス
」
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震

災
の
時
に
三
角
巾
や
包
帯
の
使
い
方
が
分
か
ら
ず
に

応
急
手
当
が
で
き
な
か
っ
た
人
が
多
か
っ
た
と
い
う

教
訓
を
踏
ま
え
て
開
設
し
た
も
の
で
す
。

松
山
通
常
行
わ
れ
て
い
る
普
通
救
命
講
習
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
も
、
ケ
ガ
の
手
当
や
小
児
の
心
肺

蘇
生
法
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
受
講
者

側
に
し
て
み
れ
ば
三
時
間
と
い
う
限
り
あ
る
時
間
の

中
で
学
ぶ
わ
け
で
す
か
ら
、
ケ
ガ
の
手
当
や
小
児
の

心
肺
蘇
生
法
を
も
っ
と
詳
し
く
学
ぴ
た
い
と
い
う
声

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
「
市
民
救
命
士
」
講
習

と
い
う
全
体
の
コ

l
ス
分
け
の
中
で
、
市
民
の
方
が

学
び
た
い
も
の
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
コ

l
ス
設
定

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

1
1
1
五
つ
の
コ
ー
ス
を
す
べ
て
修
ゴ
し
な
い
と
「
市

民
救
命
士
」
む
は
な
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

近
藤
ど
の
コ

l
ス
を
受
講
さ
れ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

に
認
定
証
や
修
了
証
を
用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、
す

べ
て
を
受
講
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
ケ
ガ
の
手
当
コ

1
ス
」
一
つ
で

も
ま
ず
は
市
民
救
命
士
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

や
は
り
、
各
コ

l
ス
そ
れ
ぞ
れ
で
学
ん
だ
知
識
や
手

技
が
よ
り
身
に
付
く
よ
う
に
、
コ
ー
ス
を
受
講
す
る

順
序
に
は
多
少
の
制
約
が
伴
い
ま
す
。

下
原
中
に
は
心
肺
蘇
生
法
コ

l
ス
を
受
講
さ
れ
ず

に
上
級
コ

1
ス
の
受
講
を
希
望
さ
れ
る
方
も
い
ら
っA近藤係長
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し
ゃ
い
ま
す
が
、
教
え
る
側
と
し
て
は
基
本
的
な
知

識
が
あ
る
方
を
前
提
に
し
た
教
え
方
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
の
で
、
で
き
ま
し
た
ら
、
ま
ず
心
肺
蘇
生
法

コ
l
ス
を
受
け
て
か
ら
、
上
級
コ

I
ス
を
受
け
て
く

だ
さ
い
と
ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

市
民
に
よ
る
応
急
手
当
普
及
活
動

|
|
市
民
救
命
士
講
習
は
、
防
災
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ

く
り
に
つ
な
、
か
っ
て
い
る
よ
う
で
す
、
か
、
神
戸
市
で

推
進
し
て
い
る
防
災
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
業
巴
つ

い
て
教
え
て
く
、
だ
さ
い
。

松
山
神
戸
市
が
、
平
成
七
年
度
か
ら
取
り
組
ん
で

い
る
防
災
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
業
は
、
震
災
の
経

験
と
教
訓
を
活
か
し
て
、
市
民
の
災
害
対
応
力
を
組

織
的
で
よ
り
効
果
的
な
も
の
に
す
る
た
め
、
市
民
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を
育
成
・
活
性
化
し
て
安
全
で

安
心
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

す
。
そ
の
中
で
、
救
急
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
資
格
を

持
つ
消
防
団
員
の
み
な
さ
ん
や
救
急
ボ
ラ
ン
テ
ィ
アA 松山課長

の
方
々
が
指
導
者

と
な
っ
て
市
民
救

命
士
講
習
を
地
域

で
行
っ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

近
藤
震
災
を
経

験
し
て
み
て
、
や

は
り
消
防
だ
け
で
す
べ
て
に
対
応
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
し
た
の
で
、
地
域
の
中
で
つ
な
が
り
を
強
め
て

い
た
だ
い
て
、
防
災
力
を
高
め
、
地
域
の
カ
で
対
応

で
き
る
こ
と
は
や
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
の
が
、
こ

の
事
業
の
基
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ー
ー
ー
具
体
的
な
取
組
み
巴
つ
い
て
お
胃
か
せ
く
だ
さ

ーし下
原
震
災
の
と
き
に
、
ケ
ガ
人
の
す
ご
い
惨
状
を

見
て
も
自
分
は
何
も
で
き
ず
に
悔
し
い
思
い
を
し
た

と
い
う
方
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
そ

れ
で
何
か
自
分
た
ち
に
も
で
き
る
こ
と
が
な
い
か
と

い
う
声
が
あ
が
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
救
急
イ

ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
資
格
を
有
す
る
方
々
に
集
ま
っ
て

い
た
だ
き
「
神
戸
市
救
急
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
を
結
成

し
ま
し
た
。

こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
々
に

は
、
支
部
ご
と
に
勉
強
会
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
た

り
、
中
学
校
の
総
合
学
習
の
場
で
中
心
と
な
っ
て
市

民
救
命
士
講
習
の
指
導
を
行
っ
て
い
た
だ
い
た
り
し

て
い
ま
す
。

近
藤
地
域
を
挙
げ
て
の
取
組
み
で
特
徴
的
な
も
の

も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

市
街
地
東
部
灘
区
に
あ
る
水
道
筋
商
庖
街
で
は
講

習
会
を
受
講
し
て
い
た
だ
い

た
お
庖
に
は
「
市
民
救
命
士

が
い
る
庖
・
事
業
所
」
の
ス
テ

ッ
カ
ー
を
表
示
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
中
央
区
の
元
町

商
肩
街
で
は
地
域
の
自
主
的

な
救
護
組
織
「
ま
ち
か
ど
救

急
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
設
置

し
て
九
月
か
ら
表
示
し
て
い

ま
す
。

|
|
神
戸
市
全
職
員
を
五
年

間
で
市
民
救
命
士
巴
養
成
す

る
と
い
う
計
画
も
あ
る
そ
う

で
す
、
か
。

救意救命第13号 10

運転席に表示するプレート

松
山
平
成
一
四
年
か
ら
開
始
し
ま
し
て
平
成
一
六

年
五
月
で
職
員
の
約
半
数
(
九
、

0
0
0
人
弱
)
を

養
成
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
市
民
に
直
接
接
す
る

機
会
の
多
い
部
署
の
方
の
受
講
を
進
め
て
い
ま
す
。

下
原
交
通
局
で
は
市
民
救
命
士
上
級
コ

l
ス
の
受

講
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
平
成
一
六
年
五
月
一
日
現

在
で
三
六
二
人
が
資
格
を
取
得
し
て
い
ま
す
。
有
資

格
者
が
市
バ
ス
乗
務
の
場
合
に
は
、
運
転
席
に
「
市

民
救
命
士
上
級
コ

l
ス
取
得
運
転
士
」
と
い
う
プ
レ



ー
ト
を
表
示
し
て
い
ま
す
。

近
藤
人
が
大
勢
集
ま
る
場
所
の
例
と
し
て
、
当
市

の
職
員
と
は
別
に
ヤ
フ

l
B
B
ス
タ
ジ
ア
ム
の
警
備

員
の
皆
さ
ん
は
「
市
民
救
命
士
」
講
習
を
受
講
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
「
市
民
救
命
士
」
と
印
刷
さ
れ
た

ベ
ス
ト
を
着
用
し
て
警
備
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

|
|
「
市
民
救
命
士
」
制
度
を
導
入
し
て
、

う
な
効
果
、
か
あ
り
ま
し
だ
か
。

ど
の
よ

近
藤
平
成
一
五
年
に
当
市
救
急
隊
が
搬
送
し
た
心

肺
停
止
患
者
は
一
、

O
一
六
人
で
、
そ
の
う
ち
家
族

等
の
応
急
処
置
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
二
九
八
人
、

一
か
丹
後
の
生
存
者
数
は
二
四
人
で
し
た
。
全
国
平

均
が
四
・
三
%
で
あ
る
の
に
対
し
当
市
は
八
・
一
%

で
し
た
の
で
、
救
命
効
果
が
高
い
と
い
う
結
果
が
出

て
い
ま
す
。

会
後
の
課
題
と
展
望

1
1
1
大
勢
の
市
民
救
命
士
、
か
養
成
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
す
、
か
、
問
題
点
や
課
題
等
は
あ
り
ま
す
か
。

下
原
や
は
り
再
講
習
の
問
題
で
す
。
公
社
で
は
、

年
間
二
万
人
の
新
規
養
成
を
委
託
業
務
と
し
て
受
け

て
い
ま
す
の
で
、
再
講
習
だ
け
の
講
習
会
は
開
催
し

て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
受
講
し
た
人
が
増
え
て
い

け
ば
増
え
て
い
く
ほ
ど
そ
の
分
再
講
習
の
数
も
増
え

て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
を
ど
う
フ
ォ

ロ
ー
す
る
か
が
課
題
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

徐
々
に
で
は
あ
り
ま
す
が
、
再
講
習
を
受
け
ら
れ

る
方
の
人
数
は
統
計
的
に
は
増
え
て
い
ま
す
。
最
近

で
は
自
治
会
単
位
、
あ
る
い
は
会
社
単
位
で
受
講
さ

れ
た
場
合
、
三

O
人
の
講
習
会
に
申
し
込
ま
れ
て
、

新
規
三

O
人
の
つ
も
り
で
行
っ
た
ら
、
数
人
は
再
講

習
の
方
と
い
う
の
が
何
回
か
あ
り
ま
し
て
、
時
に
は

半
数
が
再
講
習
の
方
と
い
う
時
も
あ
り
ま
し
た
。
こ

う
い
っ
た
場
合
、
再
講
習
は
一
時
間
で
す
が
、
新
規

の
方
を
中
心
に
講
習
し
ま
す
の
で
三
時
間
一
緒
に
お

付
き
合
い
い
た
だ
き
、
再
講
習
シ

I
ル
を
修
了
証
に

貼
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

近
藤
習
得
し
た
知
識
や
手
技
を
維
持
し
て
い
く
た

め
に
は
再
講
習
を
受
講
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要

で
す
か
ら
、
消
防
局
と
し
ま
し
で
も
、
積
極
的
に
広

報
を
行
っ
て
各
消
防
署
で
実
技
指
導
を
し
て
い
ま
す

し
、
今
後
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
局
の

ホ
l
ム
ベ

I
ジ
で
心
肺
蘇
生
法
を
動
画
で
流
す
と
い

っ
た
方
策
を
考
え
て
い
ま
す
。

l
l再
講
習
を
充
実
さ
ぜ
る
だ
め
巴
は
、
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
タ
ー
の
協
力
、
か
不
可
欠
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

近
藤
そ
う
で
す
。
救
急
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
登
録
さ

れ
て
い
る
方
々
に
限
ら
ず
、
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
資

格
を
持
っ
て
い
る
消
防
団
員
の
方
も
い
ま
す
の
で
、

そ
う
い
っ
た
方
々
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
消
防
と
の

架
け
構
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
、
自
主
的
に
市
民
救

命
士
を
養
成
し
て
い
た
だ
く
。
ま
た
、
企
業
単
位
で

イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
を
養
成
し
て
、
自
分
た
ち
で
講

習
会
を
開
催
し
て
い
く
。
私
た
ち
消
防
は
そ
の
お
手

伝
い
を
す
る
と
い
う
体
制
が
築
け
た
ら
と
思
い
ま

す。松
山
こ
の
度
、
一
般
市
民
の
方
も
心
臓
に
電
気
シ

ョ
ッ
ク
を
与
え
細
動
を
と
る

A
E
D
(自
動
体
外
式

除
細
動
器
)
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の

で
、
従
来
の
市
民
救
命
士
講
習
に

A
E
D
の
使
用
方

法
を
取
り
入
れ
た
講
習
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
よ

り、

A
E
D
が
使
え
る
バ
イ
ス
タ
ン
ダ

I
を
養
成

し
、
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

I
I
I
-
本
日
は
賓
重
な
あ
話
を
あ
り
、
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
だ
。
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覇
基
礎
医
学
講
瞳

救
急

場
に

児
虐
待

{
は
じ
め
に
}

児
童
虐
待
は
社
会
情
勢
を
反
映
す
る
時
代
文
化
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
近
年
、
わ
が
国
で
の
児
童
虐
待
の

増
加
は
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

児
童
虐
待
は
密
室
で
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
り
、
そ
の
発
見

と
予
防
は
容
易
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お

り
、
更
に
普
通
の
家
庭
で
も
起
こ
り
う
る
危
険
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
児
童
虐
待
は
被
虐
待
児
そ
の

も
の
か
ら
の
訴
え
や
虐
待
者
か
ら
の
訴
え
な
ど
で
判
明
す

る
こ
と
も
多
い
が
、
保
育
園
・
幼
稚
園
・
学
校
な
ど
日
々

の
生
活
を
共
に
す
る
集
団
保
育
機
関
な
ど
か
ら
の
通
報
も

少
な
く
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
医
療
機
関
か
ら
の
通
報

は
全
国
的
に
も
一

O
%を
満
た
な
い
頻
度
で
あ
る
が
、
そ

の
医
療
機
関
で
は
救
急
医
療
現
場
で
遭
遇
す
る
頻
度
が
最

も
高
い
。
救
急
医
療
現
場
で
は
患
児
の
既
往
歴
が
不
詳
な

場
合
が
多
く
、
虐
待
の
診
断
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
そ

の
対
応
は
よ
り
慎
重
か
つ
適
切
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
つ

救
急
救
命
士
活
動
に
お
け
る
基
本
的
か
つ
理
想
的
な
対
応

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

概
↑
郎

来
由

d
d

」、、

刊

ン

4
2ハ

E

H

光

怖

初

仕

…
山
崎
削

{
救
急
現
場
で
の
児
章
虐
待
の
特
徴
}

虐
待
は
身
体
的
虐
待
、
心
理
的
虐
待
、
ネ
グ
レ
ク
ト
(
不
適

切
な
養
育
)
、
性
的
虐
待
の
四
型
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
実
際
の
症
例
は
単
一
で
は
な
く
複
合
し
て
い
る
こ

と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
グ
レ

1
ゾ
i
ン
、
イ

エ
ロ

1
ゾ
l
ン
、
レ
ッ
ド
ゾ
l
ン
と
し
て
、
重
症
度
か
ら
緊

急
度
で
色
分
け
さ
れ
て
、
多
角
的
見
地
か
ら
の
早
期
発
見

予
防
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
医
療
機

関
に
お
け
る
児
童
虐
待
症
例
と
の
遭
遇
は
図
ー
の
よ
う
に

種
々
の
程
度
の
症
例
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
救
急
現

場
で
遭
遇
す
る
の
は
や
は
り
、
レ
ッ
ド
ゾ

I
ン
か
ら
死
亡

例
(
来
院
時
心
肺
機
能
停
止
状
態
)
で
あ
り
、
即
決
の
対
応

を
迫
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
た
め
、
虐
待
事
象
の
看
過

が
最
も
懸
念
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

い
か
に
救
急
陸
療
に

携
わ
る
全
て
の
職
種
が
児
童
虐
待
の
特
徴
に
精
通
し
て
お

く
か
が
重
要
と
な
る
。
表
1
に
示
す
よ
う
な
、
虐
待
を
受
け

た
子
ど
も
達
の
特
徴
を
常
日
頃
か
ら
確
認
し
て
お
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
紙
面
の
関
係
上
、
こ
こ
で
は
頻
度
の
多
い

身
体
的
虐
待
と
ネ
グ
レ
ク
ト
の
特
徴
を
説
明
し
て
お
く
。

身
体
的
虐
待

虐待の連続性と医療機関の関わり(特に小児救急医療体制等との関わり)

三次予防(再発予防)ι 高次救命救急医療|

一」初期救急医療|
二次予防(早期発見) ヰ | 

国 1

一般小児医療

乳児健診

母親教室

保健福祉サークル

地域保育サークル

子育て相談

一次予防

(ハイリスク家庭の把握と援助)

Yellowzone 

Healthy family 

Grayzone 

松井一郎:虐待の進行と予防図、生活教育
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① 

体
表
面
一
一
見
し
て
衣
類
・
皮
膚
が
不
潔
で
あ
る
こ

と
が
多
い
。
新
旧
混
在
し
た
外
傷
が
多
数
認
め
ら
れ
、

特
に
非
露
出
部
位
(
大
腿
内
側
、
啓
部
、
服
寓
な
ど
)

に
多
く
、
保
護
者
の
言
う
受
傷
機
転
と
は
合
わ
な
い
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

② 

熱
傷
一
タ
バ
コ
痕
が
最
も
多
い
が
、
火
箸
、
金
網
、

ア
イ
ロ
ン
な
ど
も
あ
り
、
熱
源
の
推
定
が
容
易
な
熱
傷

は
そ
れ
だ
け
で
虐
待
を
疑
う
必
要
が
あ
る
。
手
袋
・
靴

下
様
の
熱
傷
も
同
様
で
、
回
避
動
作
が
な
い
た
め
に
熱

傷
面
が
境
界
鮮
明
で
あ
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。

③ 

頭
部
外
傷
一
頭
蓋
骨
骨
折
、
脳
挫
傷
な
ど
あ
ら
ゆ
る

頭
部
外
傷
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
鈍
的
外
傷
が
多
い
た

め
に
、
硬
膜
下
血
題
が
最
も
多
い
。
歩
行
開
始
前
の
頭

部
外
傷
は
虐
待
を
疑
う
必
要
が
あ
る
。
特
徴
的
な
も
の

に
「
揺
さ
ぶ
ら
れ
つ
子
症
候
群
一
∞
}
阿
佐
吉
岡

σ
与可
ω
百，

門
同
吋
。
日
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
頚
定
前
後
の
乳
児
の
頭

部
を
強
く
揺
さ
ぶ
る
こ
と
で
橋
静
脈
が
破
綻
し
て
多
発

性
頭
蓋
内
出
血
を
起
こ
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
網
膜

出
血
が
必
発
す
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る

D

外
傷
が
な
い

だ
け
に
診
断
に
苦
慮
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。

④ 

骨
折
一
歩
行
開
始
前
の
乳
児
の
骨
折
は
す
べ
か
ら
く

虐
待
を
疑
う
必
要
が
あ
る
。
受
傷
機
転
が
合
わ
な
い
こ

と
が
多
い
。
虐
待
に
比
較
的
特
徴
と
さ
れ
る
骨
折
と
し

て
は
、

ω四
肢
を
強
く
引
っ
張
る
こ
と
で
起
こ
る
「
長

管
骨
骨
幹
端
骨
折
」
「
バ
ケ
ツ
柄
状
骨
折
」
、
同
パ
イ
プ

を
曲
げ
る
よ
う
な
外
力
に
よ
っ
て
片
側
は
骨
折
し
対
側

は
骨
折
し
て
い
な
い
「
鉛
管
骨
折
」
、

ω胸
郭
を
絞
る

よ
う
な
外
力
で
起
こ
る
「
肋
骨
後
方
骨
折
」
、

ω捻
る

よ
う
な
外
力
が
加
わ
っ
て
起
こ
る
「
捻
転
骨
折
」
、
同

乳
児
が
誤
っ
て
転
落
し
た
り
、
転
倒
し
て
も
骨
折
し
に

く
い
「
上
腕
骨
や
大
腿
骨
の
骨
幹
骨
折
」
、
同
椎
骨
や

肩
甲
骨
の
骨
折
、
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。

⑤ 

腹
部
外
傷
一
鈍
器
で
の
外
傷
の
た
め
、
閉
鎖
性
腹
部

外
傷
が
多
い
が
、
原
因
不
明
の
腸
破
裂
や
肝
外
傷
な
ど

の
実
質
臓
器
外
傷
が
経
験
さ
れ
る
。
異
様
な
腹
部
膨
満

に
加
え
て
状
態
が
悪
い
場
合
が
多
い
。
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ネ
グ
レ
ク
卜

養
育
怠
慢
・
放
棄
で
起
こ
り
、
愛
情
遮
断
症
候
群
と
も

呼
ば
れ
る
。
低
身
長
な
ど
発
育
樟
害
や
知
能
障
害
、
精
神

発
達
遅
滞
に
よ
る
行
動
異
常
な
ど
が
見
ら
れ
や
す
い
。
衣

類
や
皮
膚
が
異
様
に
不
潔
で
あ
っ
た
り
、
感
情
鈍
麻
や
過

敏
、
大
人
へ
の
異
様
な
畏
怖
や
婦
な
ど
情
動
的
な
異
常
を

伴
い
や
す
い
。
乳
幼
児
の
場
合
は
飢
餓
状
態
な
ど
で
特
に

生
命
予
後
が
悪
く
、
救
命
さ
れ
て
も
重
篤
な
後
遺
症
を
残

し
や
す
い
。
実
際
に
疾
病
擢
患
の
頻
度
も
高
く
、
程
度
が

軽
い
場
合
に
は
疾
病
と
し
て
看
過
さ
れ
や
す
い
場
合
も
あ

る
。
最
近
は
新
興
宗
教
な
ど
に
よ
る
医
療
拒
否
(
メ
デ
イ

カ
ル
ネ
グ
レ
ク
ト
)
な
ど
も
散
見
さ
れ
、
み
す
み
す
子
ど

も
の
命
が
失
わ
れ
て
い
針
。
ま
た
、
「
代
理
人
に
よ
る
ミ

ユ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
症
候
群
(
宮
口

R
E
5
8
ω
可三円
OBσ

cr" 
可

買

oa)」
と
い
う
特
殊
な
虐
待
も
散
見
さ
れ
て
い

る
。
精
神
神
経
障
害
の
母
親
が
多
い
が
、
塩
を
投
与
し
た

り
、
自
分
の
薬
を
飲
ま
せ
た
り
な
ど
し
て
、
子
ど
も
に
故

意
に
病
気
を
起
こ
さ
せ
、
受
診
は
す
る
も
の
の
医
療
ス
タ

ツ
フ
の
見
て
い
な
い
所
で
医
療
行
為
を
妨
害
し
て
病
気
を

ひ
ど
く
さ
せ
、
疑
わ
れ
る
と
転
院
す
る
な
ど
子
ど
も
を
使

っ
て
自
己
欲
求
を
満
た
す
疾
患
で
、
診
新
が
困
難
で
予
後

不
良
の
虐
待
で
あ
る
。

{
救
急
現
場
に
お
け
る
児
童
虐
待
の
理
想
的
な
対
応
}

現
場
で
の
対
応
の
第
一
歩
は
実
際
に
虐
待
を
疑
う
こ
と

か
ら
始
ま
る
。
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
現

場
を
観
察
で
き
る
唯
一
の
職
種
が
救
急
救
命
士
で
あ
る
こ

と
か
ら
も
、
そ
の
疑
い
を
持
っ
か
否
か
は
早
期
診
断
を
大

き
く
左
右
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
「
気
に
な
る
子
」
「
気
に

な
る
親
」
「
気
に
な
る
雰
囲
気
」
を
察
知
し
て
、
児
童
虐
待

を
看
過
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
こ
の

た
め
に
も
児
童
虐
待
の
リ
ス
ク
因
子
(
表
2
)
や
虐
待
を

行
う
保
護
者
の
特
徴
(
表
3
)
な
ど
を
十
分
に
把
握
し
て

お
き
、
常
日
頃
か
ら
虐
待
防
止
・
早
期
発
見
へ
の
意
識
向

上
に
努
め
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
繁
忙
時
で
も
そ
の
発

見
診
断
レ
ベ
ル
が
保
た
れ
る
よ
う
に
当
セ
ン
タ
ー
で
は
チ

エ
ツ
ク
リ
ス
ト
を
用
い
て
い
る

(表
4
参
照
)
。
気
に
な

る
家
庭
内
雰
囲
気
や
変
に
感
じ
る
親
子
関
係
な
ど
を
観
察

し
た
場
合
に
は
そ
の
程
度
の
強
さ
に
よ
る
が
、
医
療
機
関

へ
不
審
点
を
確
実
に
申
し
送
る
必
要
が
あ
る
。
決
し
て
単

独
判
断
し
て
単
独
対
応
を
し
な
い
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ

り
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
第
一
の
対
応
と
す
る
。
ま
た

明
ら
か
に
お
か
し
い
と
感
じ
た
場
合
は
児
童
相
談
所
な
ど

へ
の
通
告
が
必
要
で
あ
り
、
緊
急
性
が
高
い
場
合
に
は
警

察
へ
の
通
報
も
必
須
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
対
応
が
困
難
と

考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
医
療
機
関
と
連
動
し
て
、
疾
病

外
傷
の
過
剰
診
断
・
治
療
を
行
っ
て
で
も
時
間
稼
ぎ
を
行

い
、
児
童
相
談
所
職
員
と
の
連
携
を
図
る
必
要
が
あ
b
o
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被虐待児(虐待を受けた子ども達)の特徴

0子どもの状況

・先天異常や低出生体重児など未熟児新生児医療を要した既往塵

・外傷の受傷機転が不明瞭・不自然(本人も話したがらない)

-全身に新旧混在の外傷の存在(入院すると新しい傷ができない)

-外傷は見えにくく、外傷を起こしにくい箇所(瞥部、内側など)が

多い

・原因不明の精神発達遅滞や成長障害、低身長が認められる

・口腔内も汚く、う歯(虫歯)が極端に多く、ほとんど未治療である

・着替えがない、オモチャを持たない

-身体・着衣が異様に汚い

-落ち着きがなく、無表情で、大人への怯えが認められる

.逆に異様にベタベタと甘える態度がある

-保護者と離れても泣かない・保護者の顔色を窺う

.夜尿・昼間の遺尿が見られる

-過食・異食が見られる

0子どもの行動と心理所見

-触られることを異常に嫌がる

-表情が暗く、感情をあまり外に出さない

.動きがぎこちない

・自分からの発声や発語が極端に少ない

・知的レベルが低く、言動が幼稚である

-保護者が傍にいる時といない時で動き・表情が変わる

・大人の顔色や言動を窺ったり、怯えたりする

・食行動の異常が繰り返される(むさぼり食い・過食・異食・拒食な

ど)

-不適当な衣類を着ている(季節はずれ、性別不詳など)

.家に帰りたがらない・繰り返す家出

・食物を主とした盗み・万引き(集団ではなく単独行動が特徴)

.多動・乱暴な言動・注意を引く行動が多い

-協調性が少なく、注意されても開き入れないことが多い

.持続する疲労感・無気力・活動性低下が見られる

-自己愛が育っていないため、自己評価が極端に低く、自暴的である

表 1虐待を行っている保護者の特徴

-妊娠拒否の経歴がある

-母子健康手帳を持っていない

-定期の妊婦健診を受けていない

.子どもの出生を喜んでいない

-子どもの世話をしない・子どもと話をしない・遊ぱな

しミ

・子どもを激しく(常識を超えて)叱る

.子どもの扱いがぎこちない

-子どもの発達に対して非現実的な期待を持っている

-子どもの発達に対する知識が陵味で症状や行動の把握

が不的確である

-症状の発現から受診まで、時間がかかっている・時間外

受診が多い

-外傷や疾病の程度(重症度)を気にしていないように

見える

-予後や治療法に対して関心がなく質問が見られない

-病気・傷害への対応、が不適切でしばしば受診の遅れや

投薬の不履行などを起こす

-重症でも入院を拒否する・入院後はすぐ帰ってしまう

.付き添いの拒否・面会が短時間・面会や問い合わせが

極端に少ない

-保護者に被虐待経験があるという情報が得られる

.不自然な状況説明や説明内容がよく変わる

-明確な異常がないのに種々の訴えを繰り返し、頻回に

受診する

・入院後の子どもとの接触が極端に少ない、全くない

・勝手に通院を中断してしまう

-通常の病状説明にも納得せず、病院を転々とする (Dr.

shopping) 

-不安や怒りの自己コントロールが下手である

.衝動的な行動・発語が多い

-待合室などでも他人との接し方が下手で、しばしばトラ

ブルを起こす

-保護者が精神統合障害や薬物中毒・アルコール中毒な

どの疾患、を有している

・家庭に経済的函窮があったり、夫婦不仲が強く存在し

ている

と
知
識
向
上
が
望
ま
れ
る
。

表3

児童虐待の八イリスク因子
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表2

0妊娠

・望まぬ妊娠

.望まぬ出産

O児の因子

-多胎で特に双生児問の差が大きい場合

-先天異常、低出生体重児など集中医療が必要な状態で、の出生

.児が精神発達遅滞を伴った場合

-永い家庭外養育から家庭に戻ったとき

O親の因子

-親が精神疾患、アルコール中毒、薬物中毒を伴う場合

.親が知的障害を有している場合

-親の気質が異様に暴力的であったり、反社会的気質が強い場合

.親の育児知識や育児姿勢に問題がある場合

(親としての自覚欠如、未熟性を含む)

O家庭の因子

・孤立家庭(外国籍の家庭、実家・他人との対人関係拒否を含めて)

・病人や寝たきり老人などを抱えて、育児過多・負担増の場合

-経済的に不安定な家庭・夫婦仲が極めて悪い家庭

-子どもが入籍していない場合

-反社会的な親の家庭(刑務所入所中などを含めて)

-国際結婚など日本社会に溶け込めない片親がいる場合

{
結
語
}

救
急
現
場
で
の
児
童
虐
待
対
応
の
第
一
歩
は
虐
待
か
ど

う
か
を
疑
う
こ
と
で
あ
り
、
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
、
虐

待
を
す
る
保
護
者
の
特
徴
を
日
頃
か
ら
研
修
し
て
お
き
、

虐
待
を
見
抜
く
能
力
を
育
て
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
さ
ら

に
疑
わ
れ
た
場
合
に
は
単
独
対
応
は
決
し
て
行
わ
ず
、
関

係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
、
最
も
適
切
な
対
応
を
模
索
す

べ
き
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
救
急
救
命
士
の
み
が
家

庭
内
を
観
察
で
き
る
こ
と
は
虐
待
早
期
発
見
の
最
大
の
武

器
で
あ
り
、
救
急
救
命
士
の
児
童
虐
待
へ
の
更
な
る
理
解



表4 児童虐待診断チェックリスト(子ども用)

児童虐待診断チェックリスト(子ども用) 北九州市立八幡病院小児救急センター

ID -NO ( )姓名( チェック回目 年 月 日 時

チェック者( )所属

0子どもの身体所見

・全身状態 口低身長 (-2.0SD未満) 口痩せ(-2. OSD未満) 口栄養障害

口体重増加不良口るいそう 白おおよそ不適切な服装(季節はずれ、性別不明など)

口不衛生(垢まみれ、ひどいオムツかぶれ、未治療の皮膚炎など)

-皮膚 口新i日混在の外傷痕口多数の小さな出血斑口四肢体幹内側の傷

口不審な傷(指や紐の形の挫傷、腕や手首を巻いている挫傷など)

口不自然な熱傷(多数の円形の熱傷、手背部の熱傷、乳児の口腔内熱傷、熱源が推定できる熱傷、境界明瞭な熱傷

痕など)

口頭皮内の複数の外傷や抜毛痕

-骨折 口新旧混在する複数回骨折口多発骨折口頭蓋骨骨折口頭蓋骨骨折(特に縫合線を越えた頭蓋骨骨折)

口肋骨骨折口肩甲骨骨折口椎骨骨折口乳児の骨折口らせん状骨折口鉛管骨折*

*鉛管骨折:パイプを折るような外力で対側の骨皮質が保たれる骨折

-頭部 口頭蓋内出血(特に硬膜下血腫) 口眼球損傷口網膜出血

口前眼房出血口多発脳内出血 (Shakingbaby syn.) 

-性器 口紅門や性器周辺の外傷口若年妊娠口性器自身の損傷

-その他 口事故・中毒による反復傷害口反復する尿路感染症口原因不明の疾患の反復 (Munchausensyn. by proxyな

どの疑しミ)

己原因不明もしくは説明のつかない発育発達遅延

O子どもの心理・精神・行動所見

口一見して子どもらしくない無表情 口動きがぎこちない

口表情が暗く・硬く、感情を余り外に出さない・出そうとしない

口触られることを異様に嫌がる 口自分からの発語が極端に少ない

口保護者が傍に居るのと居ないのとで動きや表情が極端に変わる

口大人の顔色を窺ったり、怯えた表情をする 口異様に甘える

口注意を引く言動 口過度の乱暴な言動 口多動で落ち着きがない

口目立つ無気力さ・活動性の低下 口持続する疲労感・倦怠感

口繰り返す食行動異常(むさぼり食い、過食・拒食、異食)

口家に帰りたがらない 口繰り返す家出 口夜間遅い時間の外出

口単独での非行(特に食物を主とした盗み) 口急激な学力低下

口年齢不相応な「性」に関する言葉 口常識・社会性の顕著な欠如

審診断評価 育児障害グレーイエローレッド 事対応連絡院内福祉児相

[文献]

(1) 市川光太郎「小児科医から見た児童虐待J(r分子精

神医学j2月号p200-202)、2002年

(2) 市川光太郎「児童虐待J(市川光太郎編著『小児救

急イニシャルマネージメント-北九州市立八幡病院小

児救急マニュアル-j p387 -396)、2003年 4月初版、

中外医学社

(3) 市川光太郎「虐待の現況-救急現場から-J a日本

小児科学会雑誌j106巻 p1174-1179)、2002年

(4) 市川光太郎特集「小児救急初期対応;疾患・疾病

一被虐待児症候群-J (r救急・集中治療j15p1199-

1200)、2003年

15 

(5) 市川光太郎「虐待と暴力・身体的虐待J(大関武彦

-古川 漸・横田俊一郎編集『今日の小児治療指針J

第13版、 p71-73)、2003年、医学書読

(6) 市川光太郎「宗教による Chi1d maltreatment症例

の検討J(r子どもの虐待とネグレクトj第 1巻第 1号

p29 -34)、1999年

(7) 市川光太郎『養育者の宗教と子どもへの養育態度J

通巻第45巻第 7号p29-33、2001年、生活教育

(8) 市川光太郎「救急病院での発見・通報とその対応、

児童虐待と子育て支援を考える会(北九州市)レポー

トVJ児童虐待と子育て支援を考える会編集 (r児童

虐待事例集jp70 -77)、2001年
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は
じ
め
に

平
成
十
六
年
七
月
か
ら
一
定
の
講
習
及
ぴ
実
習
を
修
了
し
た

救
急
救
命
士
に
よ
る
気
管
挿
管
が
可
能
と
な
っ
た
。
救
急
救
命

士
制
度
発
足
以
降
、
平
成
十
五
年
四
月
か
ら
既
に
実
施
さ
れ
て

い
る
包
括
的
指
示
下
で
の
除
細
動
に
続
き
大
き
な
節
目
と
な
る

処
置
の
拡
大
で
あ
る
。

救
急
救
命
東
京
研
修
所
で
は
、
平
成
十
六
年
前
期
か
ら
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
気
管
挿
管
実
習
を
追
加
し
た
の
で
、
そ
の
段

階
的
実
習
方
法
を
紹
介
し
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
し
。気

管
挿
管
実
習
の
実
際

当
研
修
所
で
行
う
気
管
挿
管
実
習
は
、
厚
生
労
働
省
が
示
し

た
「
気
管
挿
管
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
を
道
守
し
つ
つ
、
よ
り
き
め

細
か
な
指
導
と
研
修
の
大
き
な
目
標
で
あ
る
国
家
試
験
合
格
を

念
頭
に
置
き
、
手
技
に
つ
い
て
は
救
急
救
命
士
標
準
テ
キ
ス
ト

追
補
版
に
沿
う
も
の
と
し
た
。
(
東
京
研
修
所
気
管
挿
管
実
習

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
表

1
)

研
修
生
が
当
研
修
所
で
の
実
習
を
終
え
、
国
家
試
験
合
格
後

に
待
ち
受
け
る
の
が
、
麻
酔
科
専
門
医
の
指
導
で
行
わ
れ
る
三

O
例
以
上
の
実
習
で
あ
る
。
そ
し
て
、
救
急
現
場
に
お
い
て
傷

病
者
の
病
態
を
理
解
し
た
う
え
で
の
気
管
挿
管
と
な
る
わ
け
で

あ
る
。そ

こ
で
、

①
手
術
室
に
お
け
る
気
管
挿
管
の
習
得

②
救
急
現
場
に
お
け
る
気
管
挿
管
の
習
得

③
合
併
症
の
理
解
と
対
応

④
気
管
挿
管
適
応
の
判
断

以
上
回
点
を
目
標
と
し
て
実
習
を
行
っ
た
。

実
習
の
進
め
方
は
、
パ
ッ
ク
・
バ
ル
ブ
・
マ
ス
ク
に
よ
る
人

工
呼
吸
法
、
ラ
リ
ン
ゲ
ア
ル
マ
ス
ク
、
食
道
閉
鎖
式
エ
ア
ウ
ェ

イ
に
よ
る
気
道
確
保
を
習
得
し
た
後
に
気
管
挿
管
実
習
へ
と
段

階
的
に
履
修
し
て
い
っ
た
。

知
識
と
技
術
の
融
合
と
実
習
時
間
の
有
効
活
用
を
図
る
た

め
、
教
授
に
よ
る
実
習
に
関
す
る
講
義
を
四
時
間
実
施
し
た
ほ

か
、
研
修
所
教
官
が
作
成
し
た
気
管
挿
管
要
領
手
技
ビ
デ
オ
を

実
習
前
に
各
寮
室
へ
放
映
し
、
手
技
を
図
解
化
し
た
実
技
テ
キ

ス
ト
を
配
布
し
た
後
実
習
を
開
始
し
た
。

ー
最
初
の
一
歩
、
喉
頭
展
開
を
満
足
に
で
き
な
い
研
修
生
が

散
見
さ
れ
る
。
声
門
を
確
認
で
き
な
い
状
況
か
ら
ま
す
ま
す

乱
暴
に
な
る
喉
頭
鏡
操
作
。
加
え
て
夜
間
に
ま
で
お
よ
ぶ
自

主
訓
練
に
悲
鳴
を
上
げ
た
の
は
教
授
、
教
官
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
次
々
と
破
損
す
る
訓
練
用
人
形
で
あ
っ
た
。

2

手
術
室
を
想
定
し
た
訓
練
で
は
、
処
置
台
を
活
用
し
術
者

が
立
位
で
行
う
気
管
挿
管
を
実
施
し
た
。
喉
頭
展
開
、
チ
ュ

ー
ブ
挿
入
、
一
次
確
認
、
固
定
、
二
次
確
認
と
い
う
基
本
手

技
と
チ
ュ
ー
ブ
挿
入
後
の
気
管
内
吸
引
に
つ
い
て
反
復
訓
練

を
徹
底
的
に
行
っ
た
。

ま
た
、
挿
管
困
難
症
例
を
再
現
で
き
る
訓
練
用
人
形
を
用

い
研
修
生
に
喉
頭
痘
撃
、
咽
頭
浮
腫
等
を
体
験
さ
せ
た
(
写

真

1
)
0

3

救
急
現
場
の
想
定
は
、

ス
ト
レ
ッ
チ
ャ

l
上
で
行

う
気
管
挿
管
、
床
上
で
の

気
管
挿
管
等
活
動
環
境
を

変
化
さ
せ
、
訓
練
用
人
形

に
つ
い
て
も
五
種
類
の
人

形
を
活
用
、
様
々
な
状
況

を
研
修
生
に
与
え
て
い
っ

た
(
写
真

2
)
。
わ
ず
か

五
種
類
の
訓
練
用
人
形
で

さ
え
喉
頭
展
開
に
手
こ
ず

る
研
修
生
、
実
際
の
傷
病

者
は
千
差
万
別
、
教
授
、

教
官
の
厳
し
い
声
が
実
習

東京研修所気管挿管実習力リキュラム

実習項目 実施時間

実習講義 4時限

喉頭展開、挿入要領、確認法、固定要領 2時限

気管吸引、挿管困難、合併症 2時隈

連携訓練 (CPR着手から気管挿管) 2時限

基本手技効巣確認 l時限

追加実習(基本手技・連携訓練) 1時限|

想定訓練

筆記試験 1時限

表 1
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写真2

救怠救命第13号

下写真 1上

室
に
響
い
た

0

4

合
併
症
の
理
解
と
適
応
に
つ
い
て
は
、
教
授
に
よ
る
講
義

と
訓
練
用
人
形
で
食
道
挿
管
、
片
肺
挿
管
等
の
対
応
訓
練
を

行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
モ
デ
ル
肺
(
写
真

3
)
を
活
用
し
た

訓
練
を
導
入
し
た
。
モ
デ
ル
姉
は
コ
ン
ブ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
気

道
抵
抗
を
設
定
で
き
る
ほ
か
、
ハ
ロ
ー
ス
ケ
ー
ル
を
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
適
切
な
送
気
量
、
送
気
圧
を
体
験
で

き
、
圧
外
傷
の
防
止
と
気
管
挿
管
後
の
人
工
呼
吸
管
理
に
有

用
な
訓
練
と
な
っ
た
。

5

気
管
挿
管
の
適
応
判
断
は
、
想
定
訓
練
を
と
お
し
て
傷
病

者
の
病
態
等
か
ら
気
管
挿
管
の
適
応
を
判
断
さ
せ
、
医
師
へ

の
指
示
要
請
の
も
と
に
気
管
挿
管
を
実
施
す
る
方
法
と
し

た
。
・
一
気
管
挿
管
実
習
一
期
生
と
い
う
こ
と
か
ら
か
、
何
が
何

で
も
気
管
挿
管
!
と
い
う
印
象
が
残
る
訓
練
で
あ
っ
た
(
写

真

4
)
。

基
本
手
技
効
果
確
認
結
果
か

5

今
回
の
気
管
挿
管
実
習
で
は
、
訓
練
用
人
形
を
用
い
た
基
本

手
技
訓
練
六
時
間
終
了
後
に
基
本
手
技
効
果
確
認
を
実
施
し

た。
基
本
手
技
効
果
確
認
の
実
施
方
法
は
、
訓
練
用
人
形
を
床
上

に
仰
臥
位
と
し
、
術
者
は
正
座
の
姿
勢
、
器
具
の
点
検
か
ら
二

次
確
認
終
了
ま
で
制
限
時
間
五
分
三

O
秒
で
行
っ
た
。
審
査
項

目
を
表

2
に
示
す
。

特
筆
す
べ
き
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

-

E
挿
管
操
作
1
・
2
・
4
・
5
・
6
・

7
は
、
喉
頭
展
開

に
関
す
る
項
目
で
あ
る
。
本
来
、
標
準
課
程
、
救
急

E
課
程

で
マ
ス
タ
ー
し
て
お
く
べ
き
手
技
で
あ
り
十
分
な
訓
練
を
重



ね
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
約
三
分
の
一
の
研
修
生
が
指
摘
を

受
け
て
い
る
。

2

E

挿
管
操
作
9
チ
ュ
ー
ブ
挿
入
角
度
不
適
切
及
ぴ
ロ
チ
ユ

ー
ブ
保
持
不
適
切
と
し
て
二

O
%弱
が
指
摘
を
受
け
た
。
こ

の
項
目
は
食
道
挿
管
、
チ
ュ
ー
ブ
逸
脱
、
片
肺
挿
管
に
つ
な

が
る
絶
対
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
為
で
あ
る
。

今
回
の
基
本
手
技
効
果
確
認
に
お
い
て
基
準
点
に
満
た
な
い

研
修
生
に
対
し
て
は
、
追
加
実
習
で
手
技
の
補
正
を
行
い
、
知

気
管
挿
管
実
習
全
般
及
ぴ
効
果
確
認
の
結
果
を
実
習
目
標
に

掲
げ
た
四
点
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
課
題
を
抽
出
し
今
後
の
対
応

策
を
考
え
て
み
る
。

1

手
備
室
・
救
急
現
場
に
お
け
る
気
管
挿
管
の
習
得

基
本
手
技
効
果
確
認
の
結
果
を
み
る
と
、
六
時
間
の
基
本

訓
練
及
ぴ
課
業
終
了
後
の
自
主
訓
練
を
積
ん
だ
後
に
お
い
て

も
喉
頭
展
開
が
満
足
に
で
き
な
い
研
修
生
が
多
数
存
在
す
る

状
況
で
あ
る
。

対
応
策
と
し
て
、
ま
ず
、
喉
頭
展
開
は
標
準
課
程
、

E
課

程
で
習
得
し
て
お
く
べ
き
手
技
で
あ
る
た
め
、
研
修
所
へ
入

所
す
る
に
あ
た
り
先
輩
救
命
士
の
指
導
に
よ
る
事
前
訓
練
を

徹
底
す
る
よ
う
周
知
す
る
。
ま
た
、
研
修
中
に
お
い
て
は
実

習
時
間
を
増
加
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
主
訓
練
の
支
援
を
行

い
レ
ベ
ル
の
向
上
を
図
る
。

2

合
併
症
の
理
解
と
対
応

常
々
注
意
し
、
最
も
避
け
る
べ
き
重
大
な
失
敗
と
し
て
指

導
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
手
技
効
果
確
認
、
想

定
訓
練
に
お
い

て
食
道
挿
管
、

片
肺
挿
管
が
散

見
さ
れ
た
。

今
後
の
対
応

と
し
て
、
前
1

同
様
、
実
習
時

間
を
多
く
す
る

ほ
か
、
多
種
類

の
人
形
を
使
用

し
愛
護
的
な
手

技
と
合
併
症
の

理
解
、
発
生
防

止
及
び
対
応
方

法
に
つ
い
て
強

く
指
導
し
て
い

く

必

要

が

あ

る。

3
気
管
挿
管
適

応
の
判
断

識
と
技
能
の
統
一
を
図
っ
た
。

課
題
と
今
後
の
対
応

写真4下写真3上

審 査 項 日

I 1 活動スペース・最良の姿勢・周聞の確認が未実施

準備
2 チューブ先端からスタイレットが飛ぴ出し

3 各項目抜けごとに教官判断で減点c1項目-2) 

1 枕なしスニッフイングポジション、スニッフィングポジション不適切

2 傷病者顔面上での喉頭鏡受け渡し

3 セリック法、心マ中断の指示なし

4 喉頭展開不適切(喉頭鏡こねまわし、視線が近い)

5 声門確認できず(あるいは宣言しない)Cormackグレード 1でもOK
E 6 挿管操作中、声門から視線がはずれる

挿菅罪
7 挿管操作中、喉頭鏡の操作がおろそかになる

8 右口角を広げる指示なし

9 チューブ挿入角度不適切

10 スタイレット抜去の指不なし

11 パイロットバルーン未確認

12 チューブ、挿管後の保持不適切

13 門歯での深さを確認しない。

14 食道挿管

1 胃泡音(ゴボゴボ音)、胸部挙上未確認

E 2 5点聴診未実施

3 5点聴診一部未実施

確認次、
4 セリック法の解除、心マ非同期で、実施の指示なし

5 チュ」ブ汐固定の指京なし

6 チューブゃ内の結露未確認

1 エアウェイチェッカー未実施

町
2 エアウェイチェッカーをチューブ接続後つぶす

3 イ}ジーキャップ未実施

確次舌刃

4 酸素の接続、リザーパーふくらみを確認せず

5 両肺尖部での聴診忘れ※

6 最終のチューブ深さ確認(固定器具上)※

7 片肺挿管(挿入時より 3cm以上深くなる)※が両方未実施

V 1 心マの中断がながい

そ 2 不潔な操作

他の
3 操作に時間がかかる

4 介助者への指不・命令があいまい

基本手技効果確認審査項目表 2

救
急
救
命
士
に
よ
る
気
管
挿
管
の
適
応
と
し
て
、
厚
生
労

働
省
の
研
究
班
(
救
急
救
命
士
に
よ
る
特
定
行
為
の
再
検
討

に
関
す
る
研
究
)
で
は

①
異
物
に
よ
る
窒
息
の
院
外
心
肺
停
止

②
適
切
な
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
制
下
で
、
傷
病

者
の
状
況
か
ら
気
管
挿
管
以
外
で
は
患
者
予
後
を
改
善

し
え
な
い
と
指
導
医
が
判
断
し
た
院
外
心
肺
停
止

と
な
っ
て
い
る
。

想
定
訓
練
で
は
、
心
肺
停
止
に
至
っ
た
病
態
、
既
往
症
等
か

ら
気
管
挿
管
か
、
そ
の
他
の
気
道
確
保
に
す
べ
き
か
を
研
修
生

に
判
断
さ
せ
た
が
、
結
果
と
し
て
、
適
応
を
十
分
理
解
し
な
い

ま
ま
に
気
管
挿
管
を
選
択
し
た
印
象
を
受
け
た
。
ま
た
、
指
導

医
に
対
す
る
指
示
要
請
、
報
告
要
領
が
不
適
切
な
研
修
生
が
多

数
あ
り
、
指
摘
を
受
け
る
結
果
と
な
っ
た
。

今
後
の
指
導
と
し
て
、
パ
ッ
ク
・
バ
ル
ブ
・
マ
ス
ク
で
の
人

工
呼
吸
も
含
め
、
傷
病
者
の
状
態
に
最
も
適
し
た
方
法
を
選
択

す
る
こ
と
、
ま
た
、
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
制
の
意
義

を
十
分
認
識
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

気
管
揮
管
実
習
を
終
え
て

初
め
て
の
気
管
挿
管
実
習
を
終
え
た
が
、
指
導
す
る
私
た
ち

も
手
探
り
状
態
の
と
こ
ろ
が
あ
り
、
研
修
生
が
戸
惑
う
と
こ
ろ

も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
実
習
終
了
後
に
研
修
生
か
ら
「
実
習

の
時
聞
が
短
い
」
「
進
行
が
早
い
」
等
の
意
見
も
あ
り
、
今
回

の
実
習
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
と
合
わ
せ
て
、
来

期
以
降
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
見
直
し
、
指
導
方
法
の
変
更
、
強
化

を
図
り
、
よ
り
充
実
し
た
気
管
挿
管
実
習
に
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

し
て
い
き
た
い
。

最
後
に
救
急
救
命
士
の
処
置
拡
大
は
気
管
挿
管
に
と
ど
ま
る

こ
と
な
く
、
平
成
十
八
年
度
に
は
薬
剤
投
与
が
導
入
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
各
地
域
の
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
る
み
な
さ
ん
に
は
、

今
後
も
地
域
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
知
識
、
技
術
の

練
磨
に
励
ん
で
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
研
修
を
迎
え

る
み
な
さ
ん
に
つ
い
て
も
、
先
輩
救
急
救
命
士
の
指
導
の
下
、

基
本
と
な
る
手
技
の
確
認
と
医
学
的
知
識
の
蓄
積
に
努
力
し
て

い
た
だ
く
こ
と
を
強
く
望
ん
で
終
了
と
し
た
い
。

参
考
文
献

「
除
細
動
・
気
管
挿
管
救
急
救
命
士
標
準
テ
キ
ス
ト
追
補
版
」
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瞳
連
載
読
み
物

金守

血
と
少
女

血

手
首
を
切
る
少
女

平
成
十
二
年
三
月
三
十
日
、
救
急
車
が
通
報
を
受

け
、
一
軒
の
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
に
急
行
し
た
。
そ

の
一
室
に
一
人
の
少
女
が
意
識
不
明
で
倒
れ
て
い

た
。
救
急
病
院
に
収
容
さ
れ
た
と
き
は
す
で
に
死

亡
。
こ
の
十
八
歳
の
少
女
は
、
向
精
神
薬
の
大
量
服

用
に
よ
る
自
殺
だ
っ
た
。

そ
の
日
十
二
時
、
彼
女
は
親
友
に
携
帯
電
話
で
「
こ

れ
か
ら
死
に
に
行
く
」
と
か
け
、
必
死
で
と
め
る
親

友
に
「
自
殺
に
失
敗
し
た
ら
メ
ー
ル
す
る
」
と
言
い

残
し
て
電
話
を
切
っ
た
。
父
親
と
親
友
た
ち
が
懸
命

に
居
場
所
を
き
が
し
た
が
見
つ
か
ら
ず
、
三
時
間

後
、
救
急
病
院
か
ら
の
連
絡
で
わ
か
っ
た
。

彼
女
は
、
中
学
一
年
生
の
と
き
か
ら
手
首
(
リ
ス

ト
)
を
刃
物
で
切
る
「
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
」
と
い
う
自

傷
行
為
の
常
習
者
だ
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ

第
徳
田文一立)11昭二

北里大学名誉教授

プロフィール

たつかわ しよう U
医療史専攻。文化史・生活史

の視点か5病気・産療を追

究。主な著書に、『病気の社

会史j(NH Kブックス)r歴
史紀行・死の風景j(朝日新

聞社)r臨死のまなざしj(新

潮社)rか5だの文化誌j(文

璽春秋)r生と死の美術館』

(岩波書庖)r日本人の死生

観j(筑摩醤房)など。

ー
ム
ペ

l
ジ
に
「
南
条
あ
や
」
と
い
う
ハ
ン
ド
ル
ネ

ー
ム
(
ネ
ッ
ト
上
の
名
前
)
で
日
記
を
公
開
し
、
雑

誌
に
も
文
章
が
掲
載
さ
れ
、
ネ
ッ
ト
ア
イ
ド
ル
の
一

人
で
あ
っ
た
。
死
後
、
彼
女
の
日
記
「
卒
業
式
ま
で

死
に
ま
せ
ん
』
(
新
潮
社
)
が
刊
行
さ
れ
た
。

救怠救命第13号 18

今
日
、
こ
れ
ま
で
の
拒
食
症
や
清
潔
症
候
群
そ
し

て
ひ
き
こ
も
り
症
候
群
と
通
底
す
る
病
理
現
象
と
考

え
ら
れ
る
「
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」
と

い
う
新
た
な
病
理
が
、
お
も
に
少
女
た
ち
の
聞
に
急

増
し
て
い
る
と
い
う
。

対
人
関
係
の
中
で
過
剰
適
応
し
て
き
た
「
い
い

子
」
に
多
い
と
い
う
。
自
傷
す
る
し
か
生
き
る
手
立

て
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
彼
女
た
ち
の
心
の
奥
の
関
に

何
が
あ
る
の
か
:
:
:
。
少
な
く
と
も
そ
こ
に
は
今
日

の
社
会
に
お
け
る
人
間
へ
の
希
薄
感
と
表
裏
を
な
す

生
と
死
へ
の
希
薄
感
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

南
条
あ
や
さ
ん
の
場
合
、
ま
ず
、
い
じ
め
に
あ
い
、

友
人
た
ち
に
血
の
染
み
た
手
首
を
「
見
せ
つ
け
て
、

ど
う
に
か
立
場
の
回
復
を
図
ろ
う
と
し
た
」
の
が
き

っ
か
け
だ
っ
た
。

一
昔
前
の
子
ど
も
た
ち
は
い
つ
も
手
足
に
す
り
傷

や
切
り
傷
を
こ
し
ら
え
、
血
が
出
れ
ば
唾
で
な
め
、

布
切
れ
で
し
ば
っ
た
り
し
て
い
た
。
血
や
傷
は
日
常



的
な
も
の
だ
っ
た
。

今
日
の
子
ど
も
た
ち
は
幼
時
に
血
を
見
る
体
験
が

乏
し
い
。
現
代
は
血
の
匂
い
の
し
な
い
社
会
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
か
え
っ
て
南
条
あ
や
さ
ん
が
「
私
は

血
を
見
る
と
落
ち
着
く
ん
で
す
」
と
言
う
よ
う
に
、

血
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
確
認
し
た
い
と
思

い
込
む
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

南
条
あ
や
さ
ん
は
よ
く
献
血
ル

l
ム
に
通
い
、
「
献

血
で
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
衝
動
を
抑
え
て
」
い
た
が
、
そ

の
血
は
病
人
へ
の
輸
血
と
な
る
血
で
あ
る
。

じ
つ
は
、
現
代
医
療
の
輸
血
と
相
反
す
る
血
を
抜

く
「
潟
血
」
と
い
う
の
が
一
昔
前
の
最
も
一
般
的
な

治
療
法
で
あ
っ
た
。
病
気
は
悪
い
血
を
抜
け
ば
治
る

と
考
え
ら
れ
、
病
人
の
血
を
抜
く
潟
血
が
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
た
。
彼
女
は
皮
肉
に
も
昔
の
潟
血
と
い
う

医
療
を
追
体
験
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

や
が
て
彼
女
は
貧
血
状
態
か
ら
精
神
病
院
に
入

院
、
向
精
神
薬
を
常
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
二
度
も

自
殺
未
遂
す
る
。
そ
し
て
高
校
卒
業
を
祝
わ
れ
た
翌

日
、
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
で
発
見
さ
れ
た
。
彼
女
の

携
帯
電
話
は
最
後
ま
で
電
源
が
入
っ
て
い
た
と
い

う
。
着
信
音
を
微
か
に
聴
き
な
が
ら
彼
女
の
意
識
は

消
え
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
:
:
:
。

死
後
、
彼
女
の
ホ

1
ム
ペ

1
ジ
に
は
四
ヵ
月
で
五

万
件
も
の
ア
ク
セ
ス
が
あ
っ
た
と
い
う
。
豊
か
さ
の

中
で
生
き
る
方
向
を
と
ら
え
か
ね
て
漂
流
す
る
少
年

少
女
た
ち
か
ら
で
あ
っ
た
。

血、

幸
せ
な
気
持
ち
の
少
女

平
成
十
六
年
七
月
二
日
、
朝
日
新
聞
の
「
声
」
欄

に
、
十
七
歳
の
高
校
生
中
野
静
香
さ
ん
の
次
の
よ
う

な
投
稿
が
載
っ
た
。

「
血
」
と
か
「
血
液
」

っ
て
言
葉
は
少
し
い
や

ら
し
く
て
、
少
し
う
れ
し
く
て
、
少
し
痛
く
て
、

す
ご
く
温
か
い
と
思
う
。

け
が
を
し
た
時
に
出
る
血
は
痛
い
と
し
か
思
え

な
い
が
、
輸
血
に
使
わ
れ
る
血
は
、
そ
れ
が
好
き

な
人
や
愛
す
る
人
か
ら
だ
っ
た
ら
、
体
の
交
わ
り

よ
り
強
い
よ
う
に
思
え
、
考
え
る
と
少
し
い
や
ら

し
く
て
、
う
れ
し
い
気
持
ち
に
な
る
か
も
:
:
:
。

人
の
体
の
中
に
は
血
液
が
流
れ
て
い
る
。
お
父

さ
ん
と
お
母
さ
ん
の
混
ざ
っ
た
血
液
が
:
:
:
。
そ

れ
で
、
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
に
も
、
同
じ
よ
う

に
自
分
の
父
親
と
母
親
の
血
液
が
流
れ
て
い
る
。

み
ん
な
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
だ
。
「
人
類
み
な
兄

弟」

っ
て
そ
う
い
う
意
味
な
の
か
つ
て
考
え
る

と
、
温
か
く
て
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
る
。

現
代
日
本
で
呼
吸
し
て
い
る
同
じ
女
子
高
校
生
で

も
、
こ
の
中
野
静
香
さ
ん
と
南
条
あ
や
さ
ん
と
で

は
、
同
じ
「
血
」
を
め
ぐ
る
思
い
に
お
い
て
、
な
ん

と
い
う
違
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
南
条
あ
や

さ
ん
は
献
血
で
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
の
衝
動
を
抑
え
て
い

た
が
、
中
野
静
香
さ
ん
は
愛
す
る
人
か
ら
の
輪
血
を

体
の
交
わ
り
よ
り
強
い
と
想
像
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
日
で
は
常
識
と
な
っ
た
輸
血
が
医

療
の
中
で
確
立
さ
れ
た
の
は
、
一
九

O
一
年
に
ラ
ン

ド
シ
ユ
タ
イ
ナ
l
が
血
液
型
を
発
見
し
、
さ
ら
に
抗

凝
血
剤
が
開
発
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
と
り

わ
け
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
負
傷
者
の
治
療
で

輸
血
は
大
き
な
発
展
を
と
げ
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
l
の
陶
芸
作

品
に
、
輸
血
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
皿
絵
が
あ
る
(
挿

絵
)
。
抱
き
合
っ
て
い
る
男
女
の
唇
が
五
本
の
血
管

で
つ
な
が
れ
、
管
の
中
の
赤
い
点
は
赤
血
球
を
表
わ

し
、
背
景
に
は
網
の
よ
う
な
線
で
毛
細
血
管
が
描
か

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
男
の
後
頭
部
に
は
フ
ラ
ン
ス

語
で
、
「
与
え
る
者
は
ゆ
た
か
に
」
と
し
る
さ
れ
て

い
る
。輸

血
と
い
う
医
療
技
術
を
一
本
の
注
射
器
も
描
く

こ
と
な
く
、
男
女
の
愛
の
し
ぐ
さ
で
表
現
し
た
詩
情

あ
ふ
れ
る
こ
の
血
絵
を
、
も
し
、
こ
の
二
人
の
少
女

が
見
た
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
何
と
言
う
で
あ
ろ
う
か
:
・ジャン-コクトー「輸血」
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救急救命土をめざす人たちへ

MESSAGE 

こ
ん
に
ち
は
。
エ
ル
ス
タ
九
州
へ
赴
任
致
し
ま
し
て
三

年
目
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
五
期
約
一

0
0
0
人
の

研
修
生
の
み
な
さ
ん
と
接
し
て
参
り
ま
し
た
。
そ
の
聞
に

感
じ
た
こ
と
な
ど
を
お
話
し
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
拙
文
で

す
が
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
。

ま
ず
研
修
生
の
み
な
さ
ん
が
実
に
規
律
正
し
く
あ
る
と

い
う
こ
と
。
恐
ら
く
今
ま
で
受
け
て
こ
ら
れ
た
厳
し
い
教

育
や
訓
練
の
賜
物
で
し
ょ
う
が
、
統
制
の
取
れ
た
行
動
と

集
中
力
、
そ
の
基
礎
が
あ
る
か
ら
こ
そ
エ
ル
ス
タ
で
の
実

習
が
有
意
義
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
一

O

O
人
が
一
斉
に
教
官
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
一
挙
手
一
投
足

を
目
で
追
い
、
高
度
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
人
形
に
向
か
っ
て
額

に
汗
し
て
い
る
み
な
さ
ん
の
姿
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
こ

う
い
っ
た
訓
練
で
一
番
大
事
な
の
は
何
よ
り
も
や
る
方
の

姿
勢
な
の
だ
と
認
識
し
ま
し
た
。
講
義
で
は
、
日
直
さ
ん

の
号
令
と
一
斉
の
礼
に
始
ま
り
、
み
な
さ
ん
の
前
に
立
つ

こ
ち
ら
ま
で
気
合
い
を
入
れ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
僕
の

下
手
な
講
義
に
眠
気
を
払
う
よ
う
に
歯
を
食
い
し
ば
り
耐

え
て
お
ら
れ
る
み
な
さ
ん
の
顔
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
誠

に
頭
の
下
が
る
思
い
で
す
。

次
に
使
命
感
が
強
い
と
い
う
こ
と
。
夜
遅
く
ま
で
自
主

訓
練
を
行
い
、
頑
張
っ
て
い
る
み
な
さ
ん
の
姿
の
中
に
、

現
場
活
動
を
通
し
て
傷
病
者
の
心
身
の
利
益
を
守
る
こ
と

に
全
力
を
尽
く
そ
う
と
す
る
熱
意
を
感
じ
ま
す

D

「
消
防
大

精
神
」
に
詠
わ
れ
た
神
髄
で
す
。
人
の
迷
惑
を
顧
み
な
い

振
る
舞
い
を
す
る
人
や
無
目
的
な
毎
日
を
送
る
人
が
増
え

た
と
言
わ
れ
る
昨
今
で
す
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
使
命
感
や

目
的
を
持
っ
た
人
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

次
に
連
帯
感
が
強
い
と
い
う
こ
と
。
北
は
新
潟
、
富
山

あ
た
り
か
ら
南
は
沖
縄
ま
で
、
上
は
五

O
代
か
ら
下
は
二

O
代
、
各
ク
ラ
ス
一

0
0名
各
班
五
名
、
土
地
も
違
え
ば

年
も
違
う
、
時
に
は
性
別
も
違
う
み
な
さ
ん
が
同
じ
釜
の

飯
を
食
い
、
菌
難
を
共
に
乗
り
越
え
て
い
っ
て
い
ま
す
。

更
に
卒
業
し
て
地
元
に
戻
っ
て
か
ら
も
同
期
の
連
帯
は
続

い
て
い
る
よ
う
で
す
。
時
々
、
エ
ル
ス
タ
ラ
ウ
ン
ジ
で
の

夜
の
研
修
生
懇
親
会
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
が
地
元
か
ら
持
ち
寄
ら
れ
た
稀
酒
の
お
相
伴
に

あ
ず
か
り
、
講
義
や
実
習
中
と
は
ひ
と
味
も
ふ
た
味
も
異

な
る
み
な
さ
ん
の
姿
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
人
は
グ
レ
イ

の
制
服
を
脱
い
だ
だ
け
で
こ
う
も
変
わ
る
も
の
か
、
そ
の

個
性
が
も
う
少
し
講
義
中
に
も
発
揮
さ
れ
な
い
か
、
と
楽

し
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
救
急
医
療
の
あ
り
方
、
各

地
域
の
特
性
と
い
っ
た
堅
い
話
か
ら
軟
ら
か
す
ぎ
る
話
ま

で
、
お
互
い
に
立
場
や
年
を
忘
れ
て
本
音
が
言
い
あ
え
る

場
は
僕
に
と
っ
て
も
有
り
難
く
、
酒
が
進
み
ま
す
。

次
に
体
を
鍛
え
て
い
る
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
。
一
日

の
講
義
や
実
習
が
終
わ
っ
た
後
に
エ
ル
ス
タ
の
ジ
ム
で

黙
々
と
筋
ト
レ
を
や
る
人
も
多
く
、
そ
ん
な
に
身
体
鍛
え

て
勉
強
は
大
丈
夫
な
ん
だ
ろ
う
か
と
ふ
と
不
安
に
思
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
身
体
は
人
の
基
本

日央

救急救命九州研修所教授

井
斗
刈
J

ム小
E

文で
あ
り
ま
す
。
午
前
の
講
義
が
終
わ
る
や
階
段
を
食
堂
め

が
け
て
駆
け
下
り
て
い
く
そ
の
徹
底
ぶ
り
は
賞
賛
に
値
し

ま
す
。
救
急
医
療
の
現
場
は
肉
体
的
に
も
ハ
ー
ド
な
も
の

で
あ
り
、
み
な
さ
ん
は
資
質
十
二
分
で
す
。
普
段
不
健
康

な
毎
日
を
送
っ
て
い
る
僕
も
見
習
お
う
と
エ
ル
ス
タ
ジ
ム

で
走
っ
て
み
ま
し
た
が
、
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

資
質
と
い
う
こ
と
で
、
医
療
従
事
者
と
し
て
望
ま
れ
る

資
質
は
何
か
と
考
え
て
み
ま
す
と
、
ま
ず
も
っ
て
「
生
命
」

に
対
す
る
や
さ
し
さ
と
謙
虚
さ
と
い
う
言
葉
を
思
い
浮
か

べ
ま
す
。
や
さ
し
さ
と
は
別
の
言
葉
で
想
像
力
と
言
い
換

え
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
第
六
版
テ
キ
ス
ト
の
第

一
章
、
「
人
体
の
構
造
と
機
能
」
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を

短
く
言
え
ば
、
「
人
相
や
考
え
方
こ
そ
違
え
、
一
皮
剥
け

ば
人
の
身
体
と
い
う
物
は
大
体
の
と
こ
ろ
、
皆
同
じ
っ
く

り
や
は
た
ら
き
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
ま
た
実
に
う
ま

い
こ
と
巧
妙
に
で
き
て
お
る
」
と
い
う
こ
と
で
す

D

更
に

そ
の
前
、
「
人
間
と
人
間
生
活
」
に
は
「
か
ら
だ
、
こ
こ

ろ
、
暮
ら
し
」
の
シ
ン
プ
ル
で
基
本
的
な
あ
り
方
が
、
文

化
や
更
に
は
動
物
の
種
ま
で
超
え
て
言
及
さ
れ
て
い
ま

す
。
他
人
と
差
を
つ
け
、
違
い
を
強
調
す
る
こ
と
で
有
利

に
生
き
よ
う
と
、
狭
い
枠
の
中
で
汲
々
と
し
て
い
る
僕
た

ち
今
の
日
本
人
に
、
自
他
の
近
似
性
と
い
う
こ
と
を
教
え

て
く
れ
ま
す
。
細
胞
や
代
謝
、
嫌
気
性
代
謝
の
項
を
よ
く

読
め
ば
、
同
じ
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
生
き
て
い
る
単
細
胞

生
物
の
気
持
ち
ぐ
ら
い
ま
で
な
ら
、
な
ん
と
か
分
か
る
よ
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う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
い
で
に
そ
の
前
の
「
科

学
的
思
考
の
基
礎
」
を
読
ん
で
お
け
ば
悪
徳
詐
欺
商
法
に

も
引
っ
か
か
ら
ず
に
済
み
ま
す
。
医
学
を
学
ぶ
こ
と
は
人

の
役
に
立
つ
だ
け
で
な
く
、
医
学
と
い
う
新
し
い
視
点
を

得
る
こ
と
で
自
分
の
役
に
も
立
ち
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意

味
で
は
、
医
学
か
ら
最
も
恩
恵
を
こ
う
む
る
の
は
医
学
を

学
ぶ
人
自
身
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
生
命
」
と
い
う
も
の
は
近
似
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、

全
く
同
じ
個
体
は
一
つ
と
し
て
存
在
し
ま
せ
ん
。
生
物
の

個
体
は
、
様
々
な
偶
然
が
働
い
て
生
み
出
さ
れ
、
あ
る
い

は
現
に
今
生
き
延
び
て
存
在
し
て
い
ま
す
。
生
物
は
、
実

に
巧
妙
な
仕
組
み
で
内
部
環
境
の
恒
常
性
を
維
持
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
ど
ん
な
個
体
も
、
地
球
上
に
存
在
で
き
る

の
は
ご
く
わ
ず
か
な
時
間
だ
け
で
あ
り
、
一
度
失
わ
れ
た

個
体
は
二
度
と
再
び
現
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

よ
う
な
「
生
命
の
か
け
が
え
の
な
さ
」
は
み
な
さ
ん
も
、

職
務
上
実
感
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
言
葉
で

説
明
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
ぜ
ひ
、
普
通
救
命

講
習
な
ど
様
々
な
機
会
を
通
し
て
一
般
の
方
々
へ
、
「
生

命
の
本
質
」
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
与
え
て
あ
げ
て
く

だ
さ
い
。
こ
の
よ
う
な
視
点
を
最
も
必
要
と
し
て
い
る
の

は
、
み
な
さ
ん
方
よ
り
も
、
医
学
か
ら
最
も
遠
い
と
こ
ろ

に
い
る
子
供
た
ち
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
多
く
の
エ
ピ
デ
ン

ス
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
西
洋
医

学
は
今
の
と
こ
ろ
「
近
似
性
」
に
着
目
し
て
お
り
、
東
洋

医
学
は
「
個
別
性
」
に
着
目
し
て
い
る
と
、
大
ざ
っ
ぱ
に

考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
医
療
を
実
践
す
る
に
当
た
っ

て
は
、
「
近
似
性
」
と
「
個
別
性
」
、
ど
ち
ら
も
欠
か
す
こ

と
の
で
き
な
い
考
え
方
で
す
。
さ
ら
に
テ
キ
ス
ト
を
疾

病
、
外
傷
ま
で
読
み
進
ん
で
い
け
ば
、
自
分
も
い
つ
か
は

老
い
、
病
み
、
あ
る
い
は
径
我
で
死
ん
で
い
く
こ
と
に
な

る
ん
だ
な
と
思
い
当
た
り
ま
す
。
僕
た
ち
が
接
し
て
い
る

傷
病
者
の
姿
は
ま
さ
に
他
人
事
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
自

分
が
い
か
に
生
き
て
い
か
に
死
ぬ
べ
き
か
、
僕
た
ち
は
医

学
を
学
ぶ
こ
と
や
医
療
の
仕
事
を
通
し
て
日
々
考
え
る
機

会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
僕
も
昨
年
バ
イ
ク
事
故
で

生
ま
れ
て
初
め
て
救
急
車
で
搬
送
さ
れ
ま
し
た
。
恥
ず
か

し
く
て
つ
い
「
会
社
員
で
す
」
と
答
え
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
救
急
隊
は
実
に
優
し
く
接
し
て
く
れ
ま
し
た
。

次
に
謙
虚
さ
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
代
医
学
を
も
っ
て

し
で
も
残
念
な
が
ら
全
て
の
傷
病
者
を
救
命
で
き
て
い
ま

せ
ん
。
あ
る
い
は
医
学
が
進
む
と
と
も
に
、
複
雑
な
問
題

が
新
し
く
生
じ
て
い
ま
す
。
一
七
九
頁
か
ら
は
倫
理
に
関

す
る
記
載
が
あ
り
ま
す
が
、
科
学
と
い
う
も
の
、
あ
る
い

は
経
済
原
則
と
い
っ
た
も
の
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
倫
理

と
対
立
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
「
新
し
い
生
命

を
人
工
的
に
生
み
出
す
」
と
い
う
科
学
者
の
夢
は
未
だ
に

実
現
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
も
し
実
現
さ
れ
て
も
そ
れ

が
僕
た
ち
を
幸
せ
に
し
て
く
れ
る
の
か
は
分
か
り
ま
せ

ん
。
人
は
自
分
の
力
を
過
信
し
た
と
き
に
誤
り
を
犯
す
と

も
言
わ
れ
ま
す
。
医
療
従
事
者
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
こ

と
は
何
か
、
ど
ん
な
時
で
も
忘
れ
て
し
ま
っ
て
は
困
る
こ

と
で
す
。
勉
強
や
経
験
を
積
む
ほ
ど
鈍
っ
て
し
ま
う
こ
と

の
な
い
よ
う
に
、
気
を
付
け
た
い
も
の
で
す
。
救
命
士
を

忘
さ
れ
た
み
な
さ
ん
は
大
変
貴
重
な
存
在
で
あ
り
、
敬
意

を
表
し
ま
す
。
誇
り
を
持
っ
て
救
急
医
療
に
携
わ
っ
て
頂

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
救
急
医
療
の
現
場
は
チ
ー

ム
医
療
で
す

D

そ
れ
ぞ
れ
が
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
、
十
分
に

自
分
の
役
割
を
果
た
し
た
上
で
次
へ
つ
な
げ
、
最
終
的
に

傷
病
者
の
予
後
を
改
善
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

そ
こ
に
は
ヒ
ー
ロ
ー
も
悪
役
も
不
要
で
す
。
自
分
の
活
動

を
自
分
で
厳
し
く
検
証
し
て
い
く
態
度
こ
そ
必
要
で
す
。

救
急
医
療
を
実
践
す
る
人
に
光
は
当
た
り
ま
せ
ん
が
、
そ

こ
か
ら
得
ら
れ
る
充
実
感
は
大
き
な
も
の
で
す
。
み
な
さ

ん
の
先
輩
方
の
顔
を
、
よ
く
見
て
く
だ
さ
い
。

い
つ
も
の
講
義
ど
お
り
、
ま
と
ま
り
の
な
い
話
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
簡
単
に
圭
一
守
え
ば
、
既
に
多
く
の
美

徳
を
持
た
れ
て
い
る
消
防
人
で
あ
る
み
な
さ
ん
が
、
さ
ら

に
加
え
て
医
療
従
事
者
と
し
て
の
知
識
や
考
え
方
、
必
要

な
技
術
を
身
に
付
け
れ
ば
、
ま
さ
に
鬼
に
金
棒
、
救
命
士

に
B
V
M
と
か
聴
診
器
と
か
輪
液
セ
ッ
ト
と
か

A
E
D
と

か
気
道
確
保
器
具
と
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
整
っ
た
環

境
、
豊
富
な
資
器
材
、
熱
意
溢
れ
る
教
官
方
、
や
さ
し
い

教
授
陣
、
エ
ル
ス
タ
は
み
な
さ
ん
が
グ
レ
イ
の
制
服
に
身

を
包
み
、
胸
を
張
っ
て
や
っ
て
来
ら
れ
る
の
を
待
っ
て
ま

す。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
筆
者
近
影
は
エ
ル
ス
タ
九
州

卒
業
生
、
宮
崎
の
福
原
尚
貴
氏
の
手
に
よ
る
も
の
で
す
。

僕
の
講
義
中
に
こ
の
よ
う
な
手
の
込
ん
だ
絵
を
描
い
て
頂

き
ま
し
て
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。
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に関する調査研究事業助成完ア報告

嬬院外sb停止患者への

早期除細動プ口グラムに関する研究

心肺蘇生に関する統討基準検討委員会

{
は
じ
め
に
}

病
院
外
心
停
止
の
患
者
を
い
か
に
救
命
す
る
か

は
、
医
療
機
関
で
の
診
療
内
容
が
高
度
化
し
た
今

日
、
社
会
に
と
っ
て
も
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
救
急

医
療
の
社
会
的
使
命
と
い
う
点
か
ら
も
注
目
す
べ
き

ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
病
院
外
心
停
止
の

患
者
に
関
し
て
は
、
常
に
時
間
的
に
切
迫
し
た
状
況

で
イ
ベ
ン
ト
が
生
ず
る
た
め
に
、
混
乱
の
中
で
経
過

し
、
な
か
な
か
情
報
が
得
ら
れ
ず
、
救
命
の
た
め
に

何
が
問
題
と
な
る
か
、
真
に
何
が
重
要
で
あ
る
か

が
、
実
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
九
一
年
に
、

こ
の
病
院
外
心
停
止
の
患
者
の
記
録
集
計
を
国
際
的

に
共
通
の
様
式
で
集
計
す
る
提
言
が
な
さ
れ
、
以

来
、
こ
の
提
言
に
基
づ
い
た
記
録
集
計
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
海
外
に
お
い
て
も
、
わ
が
国
で
も
進
め
ら
れ

て
き
た
。
こ
の
研
究
は
、
一
九
九
六
年
以
来
、
展
開

し
て
き
た
病
院
外
心
停
止
の
患
者
の
記
録
集
計
結
果

に
基
づ
き
、
病
院
外
心
停
止
の
患
者
の
蘇
生
に
お
け

る
早
期
除
細
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
位
置
づ
け
を
検
討
し

た
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
早
期
除
細
動
に
関
し
て
は
、

自
動
体
外
式
除
細
動
器

(
A
E
D
)
が
非
医
療
従
事

者
に
対
し
て
使
用
の
道
が
聞
か
れ
る
な
ど
、
社
会
的

に
も
注
目
度
が
高
い
。
早
期
除
細
動
の
蘇
生
に
お
け

る
意
義
に
つ
い
て
は
、
欧
米
で
の
研
究
成
果
に
よ

り
、
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
か
が
、
現
実
の
病
院

外
心
停
止
の
患
者
に
関
し
て
、
実
証
的
な
デ

1
タ
が

十
分
、
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
し
て

や
、
わ
が
国
で
は
、
こ
う
し
た
解
析
は
極
め
て
不
足

し
て
い
る
。
こ
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
点
で
、
従
来
、

十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
早
期
除
細
動
の

意
義
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

政怠救命第13号 22

{
対
象
}

大
阪
府
全
域
を
対
象
と
し
た
。
対
象
地
域
の
面
積

は
一
、
八
九
二
凶
、
人
口
は
、
年
度
に
よ
る
変
動
が

あ
る
が
、
お
よ
そ
八
八

O
万
人
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

病
院
外
で
心
停
止
と
な
り
、
一
一
九
番
通
報
さ
れ
、

救
急
隊
に
よ
る
蘇
生
が
考
慮
さ
れ
た
患
者
が
検
討
さ

れ
た
。{

方
法
}

記
録
集
計
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
歴
史
・
経
過

一
九
九
一
年
に
病
院
外
心
停
止
の
患
者
に
対
す
る

記
録
集
計
を
国
際
的
に
共
通
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
行

う
こ
と
が
提
言
さ
れ
た
(
ウ
ツ
タ
イ
ン
様
式
)
。
一

九
九
六
年
八
月
よ
り
、
大
阪
に
お
い
て
、
救
命
救
急

セ
ン
タ
ー
や
大
学
を
中
心
と
し
た
救
急
医
療
機
関
の

代
表
、
各
消
防
本
部
の
代
表
が
集
ま
り
、
こ
の
ウ
ツ

タ
イ
ン
様
式
を
も
と
に
記
録
集
計
を
行
う
こ
と
を
決

め
た
。
一
九
九
六
年
よ
り
大
阪
府
北
部
の
北
摂
地
区

に
お
い
て
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
ス
タ
デ
ィ
を
開
始
し
た
。

さ
ら
に
、
ウ
ツ
タ
イ
ン
様
式
の
日
本
語
版
を
作
成

し
、
大
阪
版
の
記
録
用
紙
、
記
録
要
項
も
作
成
し
、

大
阪
府
医
師
会
、
大
阪
府
救
急
医
療
連
絡
協
議
会
を

通
じ
て
、
各
医
療
機
関
の
協
力
を
得
て
、
一
九
九
八



年
五
月
よ
り
運
用
を
開
始
し
た
。

2

記
録
集
計
シ
ス
テ
ム

記
録
集
計
の
シ
ス
テ
ム
の
中
心
は
、
救
急
医
療
機

関
か
ら
の
医
師
一

O
名
、
各
消
防
本
部
(
三
六
消
防

本
部
)
か
ら
の
代
表
五
名
と
、
大
阪
府
医
師
会
、
近

隣
の
地
域
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
委
員

会
に
よ
っ
た
。
委
員
会
で
作
成
し
た
記
録
用
紙
を
、

各
救
急
隊
が
現
場
で
記
録
し
、
こ
れ
を
大
阪
府
救
急

医
療
情
報
セ
ン
タ
ー
に
集
積
し
て
、
一
年
ご
と
に
集

計
し
た
。
一
部
の
消
防
本
部
で
は
、
消
防
本
部
に
お

い
て
、
記
録
用
紙
よ
り
電
子
化
を
行
い
、
記
載
不
十

分
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
チ
ェ
ッ
ク
を
い
れ
た
。
電

子
化
を
推
進
し
た
こ
と
に
よ
り
記
録
の
精
度
が
良
好

と
な
っ
た
。
蘇
生
後
の
転
帰
調
査
は
、
医
療
側
の
委

員
会
メ
ン
バ
ー
が
行
い
、
特
に
大
阪
大
学
総
合
診
療

部
が
中
心
と
な
っ
て
遂
行
し
た
。
転
帰
調
査
は
、
イ

ベ
ン
ト
か
ら
一
年
後
ま
で
追
跡
し
て
、
ウ
ツ
タ
イ
ン

様
式
の
提
言
に
沿
っ
て
、
一
年
後
生
存
を
生
存
と
し

た。

早
期
除
細
動
に
関
す
る
分
析

前
記
の
集
計
デ
ー
タ
の
中
で
、
初
期
心
電
図
が
心

室
細
動
で
あ
っ
た
患
者
に
関
し
て
、
救
急
隊
に
よ
る

除
細
動
の
実
態
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
時
間
的
経

過
、
及
び
時
間
的
経
過
と
生
存
率
、
除
細
動
ま
で
の

時
間
の
年
次
推
移
と
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
焦
点

を
あ
て
て
分
析
し
た
。

統
計
的
解
析
に
は
、

S
P
S
S
を
用
い
た
。

3 

{
結
果
}

記
録
集
計
の
概
要
と
心
室
細
動
の
患
者
数

一
九
九
八
年
五
月
一
日
か
ら
、
二

O
O
一
年
四
月

三
O
日
ま
で
に
一
五
、
二
一
一
人
の
患
者
が
病
院
外

心
停
止
に
て
一
一
九
番
通
報
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、

一
四
、
六

O
九
人
に
対
し
て
、
実
際
に
蘇
生
が
試
み

ら
れ
た
。
残
り
の
患
者
に
関
し
て
は
、
す
で
に
死
体

反
応
が
あ
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
救
急
隊
に
よ
る

蘇
生
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
大
阪
府
で
の
病
院
外
心

停
止
の
発
生
頻
度
は
、
年
間
一

O
万
人
あ
た
り
五
七

.
四
人
で
あ
る
。

一
四
、
六

O
九
人
の
う
ち
、
入
、
五
九

O
人
の
患

者
に
つ
い
て
は
、
心
原
性
と
み
な
さ
れ
た
。
ウ
ツ
タ

イ
ン
様
式
で
の

P

心
原
性
d

と
は
、
心
臓
疾
患
で
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
外
傷
や
中

毒
、
循
環
器
系
以
外
の
一
般
疾
病
な
ど
の
非
心
原
性

の
原
因
と
な
る
患
者
を
除
い
た
患
者
で
あ
る
。
こ
の

八
、
五
九

O
人
の
う
ち
二
、
九
五
七
人
が
心
停
止
に

な
っ
た
と
こ
ろ
を
一
般
市
民
に
目
撃
さ
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
蘇
生
に
お
い
て
、
重
要
で
あ
る
い
わ
ゆ
る

目
撃
さ
れ
た
心
停
止
で
あ
っ
た
。

一
一
、
九
五
七
人
の
う
ち
四
九
四
人
に
お
い
て
、
救

急
隊
到
着
時
の
心
電
図
が
心
室
細
動
を
呈
し
て
い

た
。
す
な
わ
ち
三
年
間
で
四
九
四
人
の
患
者
が
、
心

原
性
で
一
般
市
民
に
目
撃
さ
れ
、
初
期
調
律
が
心
室

細
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
四
九
四
人
の
う
ち
三
八
三
人

に
お
い
て
、
救
急
救
命
士
に
よ
り
電
気
的
除
細
動
が

行
わ
れ
た
。

電
気
的
除
細
動
を
受
け
た
患
者
の
生
存
率

救
急
救
命
士
に
よ
り
電
気
的
除
細
動
を
受
け
た
三

八
三
人
の
患
者
の
生
存
数
と
生
存
率
を
プ
ロ
ッ
ト
し

た
の
が
、
図
ー
で
あ
る
。
電
気
的
除
細
動
ま
で
の
時

聞
が
短
い
ほ
ど
生
存
率
は
高
い
が
、
六
分
以
内
に
除

細
動
さ
れ
た
患
者
数
は
、
わ
ず
か
八
人
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
例
外
的
に
め
ぐ
ま
れ
た
患
者
を
の
ぞ
い
て

は
、
生
存
率
は
三

O
%
に
は
達
せ
ず
、
一

O
分
程
度

ま
で
は
、
二

O
%台
で
推
移
し
た
が
、
そ
の
後
は
、

生
存
率
は
時
間
と
と
も
に
漸
減
し
た
。
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図 1 覚知かう除細動までの時間と生存率(文献15より)
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電
気
的
除
細
動
ま
で
の
時
間
の
年
次
推
移

一
九
九
八
年
五
月
よ
り
一
年
間
に
お
い
て
は
、
覚

知
か
ら
現
着
ま
で
は
、
中
央
値
で
五
分
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
心
肺
蘇
生
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
は
、
お
よ
そ
八
分

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
電
気
的
除
細
動
が
な
さ
れ
る

ま
で
は
二
五
分
を
要
し
て
い
た
(
図
2
)
。
覚
知
か
ら

除
細
動
ま
で
に
長
時
間
を
要
し
て
い
る
こ
と
が
、
特

に
問
題
と
な
る
が
、
年
度
と
と
も
に
、
こ
れ
が
ど
の
よ

う
に
推
移
し
た
か
を
示
し
た
も
の
が
図
3
で
あ
る
。

時
間
の
分
布
を
示
す
曲
線
は
、
年
ご
と
に
左
に
遷
移

し
て
お
り
、
有
意
に
短
縮
し
て
い
た
。
し
か
し
、
生
存

率
の
上
昇
ま
で
に
は
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。

3 ただし、除細動例は N=201 :大阪府全域)(N =4871 
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{
考
察
}

図
1
で
実
証
さ
れ
た
よ
う
に
、
早
期
除
細
動
の
重

要
性
は
、
こ
の
検
討
に
お
い
て
、
明
確
に
強
調
さ
れ

た
。
従
来
、
除
細
動
ま
で
の
時
聞
が
一
分
減
少
す
る

ご
と
に
生
存
率
が
、
七
ー
一

O
%低
下
す
る
と
さ
れ

て
い
る
が
、
図
ー
で
は
、
決
し
て
実
態
は
、
直
線
的

な
相
関
関
係
で
は
な
く
、
我
々
の
デ

I
タ
か
ら
は
、

双
曲
線
で
近
似
さ
れ
る
関
係
で
あ
っ
た
(
ペ
H

ーミ・
ω

+ω
∞
匂
¥
凶
司
〈
0
・C
C
H
)

。
除
細
動
が
効
果
的
な
フ
ェ
イ

ズ
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
さ
ら
な
る
検
討
が
加
え
ら

れ
て
い
る
が
、
今
回
の
調
査
研
究
の
成
果
か
ら
み
て
、

国2

nu 
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n
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n
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図3 覚知から除細動までの時間の年次推移(文献15より)
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覚
知
か
ら
六
分
以
上
を
要
す
る
よ
う
な
状
態
で
は
、

生
存
率
は
高
々
、
二

O
%前
後
に
と
ど
ま
る
こ
と
は

明
確
で
あ
ゐ
。
早
期
除
細
動
の
意
味
は
、
救
急
隊
到

着
が
現
実
的
な
覚
知
か
ら
数
分
を
経
過
し
て
か
ら
で

は
急
激
に
低
下
し
、
そ
れ
以
内
が
本
当
の
意
味
で
の

庁
早
期
d

除
細
動
と
定
義
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

自
動
体
外
式
除
細
動
器
を
用
い
た
早
期
除
細
動
に
つ

い
て
は
、
生
存
率
が
急
激
に
低
下
す
る
以
前
の
、
虚

脱
か
ら
数
分
以
内
の
除
細
動
を
推
奨
す
べ
き
と
考
え

ら
れ
る
。

救語放命第13号 24

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
覚
知
か
ら
救
急
隊
に
よ
る
除

細
動
ま
で
の
時
間
で
あ
る
が
、
シ
ス
テ
ム
上
の
変
更

が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
年
ご
と
に
、
有
意
に
除
細

動
ま
で
に
時
間
は
短
縮
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
早

期
除
細
動
を
推
進
す
る
上
で
、
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
病
院
外
心
停
止

の
患
者
の
記
録
集
計
を
行
い
、
救
急
隊
員
が
自
ら
時

間
的
経
過
を
記
録
す
る
と
い
う
作
業
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
早
期
除
細
動
の
必
要
性
や
重
要
性
に
対
す
る

認
識
が
高
ま
り
、
除
細
動
ま
で
の
時
間
短
縮
が
な
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
国
際
的
に

標
準
化
さ
れ
た
様
式
に
よ
る
記
録
集
計
は
、
記
録
を

行
う
救
急
隊
員
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
、
作
用

し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
包
括
的
除
細
動
プ

ロ
ト
コ

I
ル
が
導
入
さ
れ
て
、
シ
ス
テ
ム
の
一
部
が

変
更
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
近
年
は
さ
ら
に
早
期

除
細
動
が
推
進
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

検
証
は
、
さ
ら
に
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
も
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i玖舎に関する調査研究事業助成完ア報告

J) 

監

開A簡便器E移動通信システム(開-c
を活用した救急視覚情報の鋸

でのその翻期治績への帯効性I~関す

、

{
陣
地
じ
め
に
}

宮本一男2)、

3 )杏林大学保健学部

救
急
業
務
に
直
結
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
の
メ
デ
ィ
カ

ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
よ
り
円
滑
か
つ
効
果
的
に
行
う

に
は
視
覚
情
報
が
大
変
有
効
で
あ
る
。
従
来
、
高
次

救
急
救
命
セ
ン
タ
ー
等
三
次
救
急
医
療
機
関
と
結
び

救
急
救
命
処
置
、
と
り
わ
け
特
定
行
為
の
具
体
的
な

指
示
に
車
載
カ
メ
ラ
よ
り
画
像
伝
送
を
加
え
る
な
ど

の
試
み
が
な
さ
れ
、
そ
の
効
果
に
関
し
て
の
有
効
性

が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
の
救
急
業
務

の
ほ
と
ん
ど
は
二
次
救
急
医
療
機
関
で
対
応
で
き
る

疾
病
、
外
傷
で
あ
り
、
我
が
国
の
救
急
医
療
の
質
を

左
右
し
、
高
次
救
急
業
務
が
円
滑
に
機
能
す
る
た
め

に
は
、
二
次
救
急
医
療
機
関
の
充
実
と
か
さ
上
げ
が

重
要
で
あ
る
。
二
次
救
急
医
療
機
関
は
、
一
二
次
救
急

医
療
機
関
に
比
べ
施
設
、
機
器
、
マ
ン
パ
ワ
l
等
に

劣
る
施
設
が
多
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
限
ら
れ
た
条
件
下
で
あ
っ
て
も
、
あ
ら
か
じ
め

適
切
な
情
報
が
得
ら
れ
れ
ば
、
施
設
、
機
器
、
マ
ン

パ
ワ
ー
な
ど
を
最
大
限
集
約
さ
せ
、
そ
れ
を
有
効
に

活
用
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
際
、
視
覚

情
報
は
極
め
て
有
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
調
査
研
究
で
は
救
急
、
特
に
救
急
搬
送
業
務
の

大
部
分
を
占
め
る
二
次
救
急
医
療
機
関
に
注
目
し

て
、
簡
便
な
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
(
ヨ
ー
の
り
冨
〉
方

式
「
司
O
冨
〉
」
)
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
初
期
治
療
へ
の
有
効

性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

前田睦浩1)、前関達浩1)、中内淳1)、
岩田和博2)、草野鍾2)、和関貴子3)

1 )山本・前田記念会前田病院 2 )東久留米市消防本部

{
調
査
研
究
の
方
法
}

救京放命第13号 26

調
査
対
象
と
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
を
東
京
都
よ
り
独

立
し
た
消
防
・
救
急
業
務
体
制
を
持
つ
東
京
都
東
久

留
米
市
に
求
め
た
。
東
久
留
米
市
消
防
本
部
、
組
側

z↓
↓
り
。
(
U

。宮
o
の
協
力
を
得
て
、
東
久
留
米
市
消

防
本
部
救
急
隊
二
隊
と
、
市
内
二
次
救
急
医
療
機
関
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で
あ
る
山
本
・
前
田
記
念
会
前
田
病
院
と
の
間
で

簡
便
な
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
(
巧
E

(

リ
ロ
宮
〉
方
式

「
旬
。
冨
〉
」
)
に
よ
る
画
像
伝
送
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

構
築
し
た
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
図

1
に
示
す
。

使
用
機
器
及
び
機
材
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

救
急
隊
携
帯
端
末

司
。
冨
〉
匂
N
H
C
H
〈

(
Z
寸
寸
口
。
(
リ
0

冨
C
)

医
師
携
帯
端
末

m，O

Z

〉
1
}
μ
N
H
C
H
〈

(
Z
吋
吋
口
。
(
U
O
富
。
)

救
急
・
外
傷
セ
ン
タ
ー
外
来
固
定
局
(
図

2
)

デ
ュ
ア
ル
モ

1
ド
テ
レ
ビ
電
話
機

。ω
N
A
F
一宮

(
N
T
T
東
日
本
)

H
D
D
レ
コ
ー
ダ
ー

本
デ
ジ
タ
ル
家
電
)

y
~
{
(
)
同
)
宮
内
凶
け

H
N
O
関
口
問
〉
関
口
同

日

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ

U
M
W
F
F
h
F
ω
C
C
(リ

∞O
Z
M
1
u
h
同
I
H
ν
(
U
H
C
M
同

{
柄
。
玄
》
携
帯
電
話
端
末
の
電
波
の

医
療
機
器
等
へ
の
影
響
に
つ
い
て
}

心3

今
回
使
用
し
た
司
(
)
冨
〉
携
帯
電
話
は
周
波
数
帯

N

の
同
N

帯
(
昆
∞
G
E
t
-
'
N
O
N
U
、
N
H
H
C
j
N
N
C
C

富
田
N
)

を
使
用
し
て
お
り
、
バ
ー
ス
ト
出
力

Ng
自
宅

(ω

の
司
司
の
規
定
に
よ
る
)
で
あ
る
。

私
ど
も
は
ま
ず
、
実
際
の
臨
床
に
使
用
す
る
医
療

機
器
へ
の
影
響
を
調
べ
た
。

司
(
)
冨
〉
ニ
台
を
用
い
て
端
末
画
面
の
電
波
強
度

の
圏
外
か
ら

1
+
に
な
っ
た
場
所
凶
、

3
+
に
な
っ

た
場
所
側
に
て
我
々
が
実
際
に
用
い
る
医
用
テ
レ
メ

ー
タ

l
二
種
類
、
シ
リ
ン
ジ
ポ
ン
プ
二
種
類
、
輸
液

ポ
ン
プ
二
種
類
、
除
細
動
器
一
種
類
、
人
工
呼
吸
器

二
種
類
に
つ
い
て
司
(
)
宮
〉
二
台
聞
の
画
像
送
受
信

時
の
影
響
を
調
べ
た
。
上
下
、
左
右
、
前
後
の
あ
ら

ゆ
る
方
向
で
二
台
を
ま
と
め
て
送
受
信
を
さ
せ
な
が

ら
一

O
佃
の
距
離
ま
で
近
づ
け
た
が
、
場
所
凶
同
と

も
に
画
像
の
乱
れ
な
ど
干
渉
に
よ
る
影
響
は
現
れ
な

か
っ
た
(
図

2
)
。

医
療
機
器
へ
影
響
を
回
避
す
る
対
処
方
法
と
し
て

種
々
の
試
み
を
行
い
、
そ
の
動
き
を
観
察
し
た
が
、

首
か
ら
か
け
る
赤
い
医
療
用
と
書
い
た
ス
ト
ラ
ッ
プ

を
使
用
し
、
そ
の
長
さ
を
調
節
す
る
と
、
こ
れ
ら
の

機
器
に
近
づ
き
す
ぎ
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で

き
、
ま
た
患
者
の
体
に
直
接
接
触
す
る
可
能
性
も
少

な
く
な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
送
受
信
両
画

面
を
旬
。
冨
〉
端
末
に
写
る
よ
う
に
設
定
し
、
双
方

電子医療機器への影響(電波状態の異なる条件下)図2

向
で
画
像
の
様
子
を
確
認
し
た
。

{
双
方
向
通
信
実
験
}

東
久
留
米
市
消
防
本
部
救
急
隊
員
に
現
場
で
杏
林

大
学
保
健
学
部
救
急
救
命
士
科
の
学
生
同
乗
実
習
の

様
子
を
画
像
伝
送
さ
せ
、
判
双
方
向
通
信
操
作
上
の

問
題
、
画
像
上
の
問
題
点
、
同
現
場
に
て
初
期
処
置

を
行
う
際
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
か
、
川
患
者
及
び
そ

の
家
族
へ
の
説
明
と
納
得
が
得
ら
れ
る
か
、
な
ど
の

観
点
よ
り
検
討
し
た
。

結
果
を
次
に
示
す
。

1

救
急
隊
員
の
司
(
)
冨
〉
に
つ
い
て
の
理
解
度
、

習
熟
度
に
よ
っ
て
か
な
り
情
報
及
ぴ
画
像
の
質
が

左
右
さ
れ
た
が
運
用
と
と
も
に
双
方
向
通
信
を
利

用
し
て
そ
の
都
度
、
改
善
を
は
か
っ
た
結
果
、
徐
々

に
そ
の
バ
ラ
ツ
キ
は
な
く
な
っ
て
き
た
。

2

双
方
向
通
信
の
利
点
を
生
か
し
医
師
と
相
談
し

な
が
ら
適
切
な
角
度
や
関
心
領
域
な
ど
を
映
し
出

す
こ
と
が
で
き
た
。

3

「
ゆ
っ
く
り
動
か
す
」
こ
と
が
肝
要
で
、
局
所

の
ズ

l
ム
よ
り
、
全
体
の
関
係
が
分
か
る
少
し
引

い
た
画
像
の
ほ
う
が
有
効
な
情
報
が
得
ら
れ
や
す

い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
網
が
ま
だ

整
備
不
十
分
の
た
め
か
、
従
来
の
携
帯
電
話
よ
り

も
場
所
に
よ
っ
て
電
波
の
届
き
や
す
さ
が
違
う
こ

と
、
画
像
伝
送
を
す
る
と
予
想
以
上
に
電
池
を
消

耗
す
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。

4

画
像
電
送
時
の
情
報
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

l
に
関

し
て
、
短
縮
ダ
イ
ヤ
ル
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
て

い
た
の
で
誤
動
作
に
よ
る
間
違
い
電
話
を
防
げ

27 



5 
た
。
ま
た
、
ス
ト
ラ
ッ
プ
を
首
に
か
け
る
こ
と
で

紛
失
の
危
険
を
回
避
で
き
た
。

患
者
及
、
ひ
そ
の
家
族
に
対
し
て
司
(
)
宮
〉
に
よ

る
画
像
伝
送
を
し
て
も
良
い
か
と
の
お
尋
ね
を

し
、
全
例
に
理
解
、
納
得
を
得
ら
れ
た
。

{
実
擦
の
救
急
患
者
へ
の
運
用
}

以
上
の
予
備
実
験
結
果
を
も
と
に
慎
重
に
検
討
し

た
後
、
明
(
)
宮
〉
に
よ
る
実
際
の
救
急
患
者
へ
の
適

応
が
可
能
と
判
断
し
、
運
用
を
開
始
し
た
。

東
久
留
米
市
消
防
本
部
よ
り
当
院
へ
の
脳
神
経
外

科
、
整
形
外
科
の
救
急
搬
送
患
者
を
対
象
と
し
た
。

あ
く
ま
で
も
現
場
の
判
断
を
優
先
す
る
こ
と
と
し
、

司
(
)
宮
〉
の
画
像
伝
送
を
必
要
と
し
な
い
、
ま
た
は

緊
急
の
処
置
が
必
要
と
さ
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
場

合
、
画
像
伝
送
し
な
く
て
も
良
い
と
し
た
。
そ
の
た

め
、
平
成
一
四
年
九
月
よ
り
一
五
年
三
月
ま
で
の
聞

に
、
当
院
脳
神
経
外
科
、
整
形
外
科
扱
い
救
急
搬
送

総
患
者
数
七
五

O
例
中
、
東
久
留
米
市
消
坊
本
部
扱

い
は
コ
二
四
例
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
、
匂
(
)
冨
〉

画
像
伝
送
さ
れ
た
の
は
五

O
例
で
あ
っ
た
。

そ
の
内
訳
は
男
性
二
六
人
、
女
性
二
四
人
、
年
齢

は
一
歳
か
ら
八
六
歳
で
平
均
三
九
・
三
歳
で
あ
っ

た
。
交
通
事
故
二
六
例
、
一
般
事
故
一
六
例
、
労
働

災
害
二
例
、
そ
の
他
六
例
で
あ
っ
た
。
伝
送
時
間
は

一
分
以
内
か
ら
五
分
ま
で
(
平
均
二
分
)
で
あ
っ
た
。

入
院
加
療
二
一
例
(
中
等
症
九
、
重
症
二
、
重
篤
一
)
、

入
院
外
三
人
例
で
あ
っ
た
。
(
入
院
外
は
入
院
が
必

要
で
は
あ
っ
て
も
、
患
者
の
事
情
に
よ
り
入
院
に
至

ら
な
か
っ
た
症
例
も
含
ま
れ
て
い
る
。
)

O点:poorl 

0点:poorl 

O点:poorl 

図3 救急視覚情報としての有効性 (Grading8COre) 

1.画像の質(満点 3点)

|3点:Excellent 2点:Good 

2.情報の理解度(満点 3点)

|3点:Excellent 2点:Good 1点:Fair 

3.救急搬送・受け入れへの有用度(満点4点)

|4点:Excellent 2点:Good 1点:Fair 

総合評価 (1+ 2 + 3 満点10点)

|有効:10~ 8 点やや有効 7~5 点無効 :4~0 点|

1点:Fair 
{
結
果
}

救
急
視
覚
情
報

と
し
て
の
有
効
性

を
評
価
す
る
た
め

に
、
新
た
に
作
成

し
た
の
E
Eロ
m
R中

5
を
用
い
た
(
図

3
)
。

研
究
終
了
後
、

救
急
隊
よ
り
の
搬

送
記
録
、
録
画
映

像
、
受
信
医
師
の

評
価
票
(
の
5
仏
'

宮
間

ωの
O
H・0
)
、
払
診

療
録
を
あ
わ
せ
て

評
価
を
行
っ
た
。

画
像
伝
送
を
必
要
と
せ
ず
、
従
来
通
り
で
済
む
と

救
急
隊
が
判
断
し
た
症
例
も
か
な
り
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
伝
送
を
お
願
い
し
て
理
解
を
得
ら
れ
ず
画

像
伝
送
が
で
き
な
か
っ
た
症
例
は
な
か
っ
た
。

ー

五

O
例
全
例
に
画
像
伝
送
に
つ
い
て
患
者
ま
た

は
そ
の
家
族
の
理
解
及
び
納
得
が
得
ら
れ
た
。

2

救
急
視
覚
情
報
と
し
て
の
有
効
性

P
包
吉
凶

2
2
0
に
よ
る
評
価
を
示
す
(
図
4
)
。

各
項
目
別
に
見
て
い
く
と

画
像
の
質
に
関
し
て
(
満
点
三
点
)

三
点
一
一

O
例
二
点
…
三
七
例

一
点
一
一
例

O
点
二
一
例

情
報
の
理
解
度
に
関
し
て
(
満
点
三
点
)

三
点
一
二
二
例
二
点
一
二
七
例

一
点
一
一
例

O
点
一

O
例

救
急
搬
送
・
受
け
入
れ
へ
の
有
用
度
(
満
点
四
点
)

四
点
一
三
四
例
二
点
一
一
五
例

一
点
一
一
例

O
点
一

O
例

総
合
評
価
(
満
点
一

O
点
)

有
効
二
二
六
例
(
一

O
点
一
八
例

例
入
点
一
二

O
例
)

九
点
一
八

救急救命第13号 28

Grading 8coreによる評価結果図4



や
や
有
効
一
一
一
一
例
(
七
点
一
四
例

七
例
五
点
…
一
例
)

無
効
二
一
例
(
四
点
二
一
例
)

以
上
の
よ
う
に
救
急
視
覚
情
報
と
し
て
の
有
効
性

に
関
し
て
明
。
ζ
〉
を
用
い
た
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
ほ

ぼ
満
足
で
き
る
結
果
を
得
た
。
や
や
有
効
と
判
断
し

た
症
例
の
多
く
は
頚
椎
捻
挫
な
ど
で
あ
っ
た
。
す
で

に
創
傷
部
の
処
置
を
施
し
た
症
例
や
、
頚
椎
捻
挫
で

の
す
で
に
装
具
装
着
し
て
し
ま
っ
た
症
例
な
ど
、
現

場
で
の
処
置
が
優
先
さ
れ
る
と
画
像
伝
送
し
て
も
あ

ま
り
有
効
で
は
な
か
っ
た
。
各
項
目
で
見
る
と
画
像

の
質
に
関
し
て
(
満
点
三
点
)
平
均
二
・
一
点
で
あ

っ
た
。
解
像
度
や
画
像
が
手
の
動
き
に
追
い
つ
か
な

い
な
ど
司
(
)
冨
〉
端
末
の
機
械
的
性
能
に
起
因
す
る

要
素
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

情
報
の
理
解
度
に
関
し
て
(
満
点
三
点
)
平
均
二
・

四
点
で
あ
っ
た
。
双
方
向
の
利
点
が
生
か
さ
れ
て
視

覚
情
報
に
よ
り
患
者
の
状
態
の
把
握
、
現
場
の
雰
囲

気
が
伝
わ
り
、
理
解
度
が
上
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。

そ
れ
に
伴
っ
て
、
救
急
搬
送
・
受
け
入
れ
へ
の
有

用
度
(
満
点
四
点
)
も
平
均
一
一
了
三
点
と
満
足
す
べ

き
結
果
と
な
っ
た
。

具
体
的
に
は

1

創
傷
に
関
し
て
は
創
の
広
が
り
は
分
か
り
ゃ
す

い
が
深
さ
が
分
か
り
づ
ら
い
傾
向
に
あ
っ
た
。

2
体
の
「
動
き
」
に
関
し
て
は
双
方
向
通
信
の
有

効
性
を
活
か
し
、
病
院
搬
入
前
に
か
な
り
の
情
報

が
得
ら
れ
た
。

3
患
者
の
眼
球
の
動
き
が
見
え
、
共
同
偏
視
よ
り

脳
の
損
傷
部
位
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
、
適
切

六占…

な
搬
送
時
の
指
示
が
で
き
た
。

4

酪
町
の
状
況
、
レ
ス
ト
レ
ス
の
状
態
が
よ
く
分

か
り
、
救
急
外
来
で
の
準
備
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
っ

た
症
例
が
あ
っ
た
。

5

一
頚
髄
損
傷
で
は
四
肢
の
動
き
の
有
無
や
程
度
が

確
認
で
き
、
搬
送
時
の
注
意
点
を
指
導
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

6
骨
折
の
際
、
変
形
が
よ
く
分
か
り
手
指
な
ど
の

動
き
を
確
認
で
き
麻
揮
の
有
無
が
分
か
っ
た
。
良

肢
位
で
の
固
定
の
仕
方
の
指
導
が
で
き
た
。

救
急
嫁
か
ら
は
医
師
と
同
時
に
情
報
を
共
有
で
き

る
利
点
が
あ
る
一
方
、

1

伝
送
に
あ
た
り
、
片
手
で
司
(
)
冨
〉
を
保
持
す

る
た
め
伝
送
し
て
い
る
救
急
隊
員
の
救
急
活
動
が

制
限
さ
れ
る
。

2

画
像
伝
送
に
対
し
て
の
理
解
度
が
医
師
に
よ
っ

て
異
な
り
、
十
分
に
画
像
を
見
な
い
で
指
示
を
出

す
こ
と
が
あ
る
。

3

伝
送
時
事
前
に
連
絡
を
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ

る
こ
と
。
担
当
医
師
は
司
(
)
富
〉
端
末
を
持
っ
て

い
る
が
救
急
外
来
の
固
定
基
地
局
で
な
い
と
デ
ー

タ
の
保
存
が
で
き
な
い
の
で
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
お

い
て
か
ら
伝
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

他
の
病
院
へ
の
搬
送
時
は
宍
)
冨
〉
端
末
を
持

っ
て
い
て
も
無
効
で
あ
る
。

な
ど
の
指
摘
を
受
け
た
。

{
〈
〈
ー
の
む
室
》
方
式
明
。
室
》
の
有
用

性
と
問
題
点
}

我
々
の
調
査
研
究
よ
り
、
簡
便
で
か
つ
安
価
な
シ

ス
テ
ム
構
成
で
満
足
で
き
る
結
果
を
得
る
と
と
も

に
、
明
(
)
宮
〉
の
双
方
向
通
信
の
有
用
性
と
救
急
視

覚
情
報
の
有
効
性
を
認
め
た
。
し
か
し
、
な
お
い
く

つ
か
の
問
題
点
が
指
摘
で
き
た
。

そ
の
一
つ
は
司
(
)
冨
〉
端
末
(
司
'
N
H
2
5
そ
の

も
の
の
持
つ
ハ

l
ド
面
の
問
題
で
あ
る
。
汎
用
機
器

で
あ
り
一
般
の
用
途
に
は
あ
ま
り
支
障
は
な
い
と
思

わ
れ
る
が
、
救
急
視
覚
情
報
と
し
て
十
分
な
解
像

度
、
通
信
速
度
に
は
未
だ
達
し
て
い
な
い
。
旬
。
冨
〉

端
末
自
体
、
送
信
さ
れ
た
画
像
デ

l
タ
を
保
存
す
る

機
能
が
な
く
、
再
度
情
報
を
確
認
す
る
な
ど
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
機
能
が
な
い
点
は
き
わ
め
て
残
念
で
あ

る
。
そ
し
て
固
定
基
地
局

ζ

。8
2
か
ら
は
画
像
情

報
の
保
存
加
工
が
可
能
で
あ
る
が
機
動
性
は
乏
し

い
。
以
上
の
よ
う
な
点
で
技
術
的
な
更
な
る
サ
ポ
ー

ト
、
新
機
種
の
出
現
に
期
待
し
て
い
る
。

も
う
一
点
は
電
波
の
医
療
機
器
、
心
臓
ベ

1
ス
メ

ー
カ
ー
等
へ
の
影
響
で
あ
る
。
実
際
、
我
々
が
使
う

機
器
へ
の
影
響
を
調
査
し
、
ま
た
電
波
産
業
会
の
調

査
研
究
報
告
書
を
も
と
に
し
て
安
全
性
を
加
味
し
た

工
夫
を
行
っ
て
は
い
る
が
疑
念
が
十
分
に
払
拭
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
。
幸
い
本
研
究
期
間
中
は
特
別
に

こ
れ
と
い
っ
た
不
具
合
は
な
か
っ
た
が
、
更
な
る
検

討
が
今
後
必
要
で
あ
ろ
う
。

{
参
考
文
献
}

電
波
の
医
用
機
器
等
へ
の
影
響
に
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す
る
調
査
研

究
報
告
書
電
波
産
業
会
一
良
1
口
ρ
N
O
O
N
-

29 



財
団
法
人

救
急
振
興
関
田

事

置置置冨盟盟盟

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
ぴ
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
四
期
及
び
九
州
研
修
所
第
一
七

期
)
の
研
修
は
、
平
成
一
五
年
四
月
八
日
か
ら
九
月
二
二
日
ま

で
の
六
か
月
間
に
わ
た
り
実
施
し
た
。
東
京
研
修
所
に
三

0
0

人
、
九
州
研
修
所
に
二

O
O
人
が
入
学
し
、
東
京
研
修
所
は
二

九
九
人
、
九
州
研
修
所
は
全
員
が
卒
業
し
た
。

後
期
(
東
京
研
修
所
第
二
五
期
及
び
九
州
研
修
所
第
一
八

期
)
の
研
修
は
、
平
成
一
五
年
一

O
月
七
日
か
ら
平
成
一
六
年

三
月
一
一
一
一
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
と
も
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
ぴ
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
用
自
動
車
問

乗
実
習
を
行
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
臨
床
実
習
に
つ
い
て
は
一
七

二
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
二

O
O
人
合

格
し
、
後
期
は
東
京
研
修
所
が
二
九
一
人
、
九
州
研
修
所
が
一

九
九
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
九
、
二
二
五
人
と
な
っ
た
。

調
査
研
究
事
業

ハ
門
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
五
年
一

O
月
一
四
日
か
ら
一

O
月
二
三
日
の
一

0

日
間
、
野
口
宏
愛
知
医
科
大
学
附
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ

ン
タ
ー
教
授
を
中
心
と
し
た
調
査
団
を
編
成
し
、
米
国
ピ
ッ

ツ
パ

1
グ
、
マ
イ
ア
ミ
、
ペ
リ
ン
ガ
ム
及
ぴ
シ
ア
ト
ル
に
お

い
て
、
パ
ラ
メ
デ
イ
ツ
ク
の
教
育
課
程
、
現
場
活
動
に
お
け

る
気
管
挿
管
の
状
況
及
び

A
E
D
(自
動
体
外
式
除
細
動

器
)
に
係
る
一
般
向
け
講
習
の
状
況
や
配
備
状
況
等
に
つ
い

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
「
救
急
搬
送
に
お
け
る
重
症
度
・
緊
急
度
判
断

基
準
作
成
委
員
会
」
に
お
け
る
重
症
度
・
緊
急
度
判
断
基
準

の
作
成
及
び
重
症
度
分
類
に
つ
い
て
の
検
討
等
を
踏
ま
え
、

平
成
一
五
年
度
は
処
置
に
関
す
る
プ
ロ
ト
コ

l
ル
の
作
成
に

つ
い
て
、
委
員
会
及
び
作
業
部
会
で
の
検
討
を
重
ね
た
う
え

で
前
年
度
の
検
討
結
果
の
内
容
と
合
わ
せ
、
報
告
書
と
し
て

取
り
ま
と
め
た
。

一
0
種
類
の
重
症
度
・
緊
急
度
判
断
基
準
、
二
六
項
目
の

処
置
に
関
す
る
プ
ロ
ト
コ

I
ル
等
か
ら
な
る
報
告
書
は
、
各

地
域
の
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議
会
等
に
お
け
る
プ

ロ
ト
コ
ー
ル
作
成
や
救
急
隊
員
の
病
院
選
定
の
適
正
化
、
観

察
判
断
及
ぴ
処
置
に
関
す
る
資
質
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
平
成
一
六
年
三
月
に
ま
と
め
全

国
の
消
防
本
部
等
へ
配
布
し
た
。

同
救
急
救
命
の
高
慶
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
課
題
の
解
決
に
向
け
て
、
平
成
一
五
年
度

は
二
件
の
研
究
を
行
っ
た
。

実
施
に
当
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
)
に
お
い
て
、
研
究
課
題
を
決
定
し
、
一
件
は
「
臨
床
研

修
医
が
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
制
を
正
し
く
認
知
す

る
た
め
に
必
要
な
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
研
究
」
を
「
自

治
医
科
大
学
」
へ
、
も
う
一
件
は
「
多
数
参
加
者
を
伴
う
イ

ベ
ン
ト
救
急
事
故
対
策
の
研
究
」
を
「
神
戸
市
イ
ベ
ン
ト
救

急
事
故
対
策
研
究
会
」
へ
そ
れ
ぞ
れ
研
究
委
託
し
た
。

同
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
な
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
二
一
回

全
国
救
急
隊
員
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
、
「
北
の
大
地
か
ら

救
命
の
新
た
な
一
歩
に
向
け
て
発
信
」
を
メ
イ
ン
テ
l
マ
と

し
て
、
平
成
一
六
年
一
月
二
九
日
・
三

O
日
の
ニ
日
開
に
わ

た
り
、
札
幌
市
消
防
局
と
共
同
で
開
催
し
た
。
会
場
の
札
幌

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
は
、
全
国
か
ら
二
、
八
九

名
の
救
急
隊
員
等
が
参
加
し
た
。

「
プ
レ
ホ
ス
ピ
タ
ル
・
ケ
ア
の
沿
革
と
今
後
の
展
望
」
を

テ
l
マ
に
、
山
本
保
博
日
本
医
科
大
学
救
急
医
学
科
主
任
教

授
に
よ
る
特
別
講
演
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
災
害
医
療
と
危
機

管
理
、
標
準
感
染
予
防
対
策
に
関
す
る
教
育
講
演
、
救
急
隊

員
の
再
教
育
の
現
状
と
課
題
に
関
す
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
、
「
救
急
救
命
士
の
処
置
範
囲
拡
大
の
現
状
と
今
後

の
展
望
」
や
「
ウ
ツ
タ
イ
ン
様
式
に
よ
る
救
命
効
果
の
検
証
」
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等
を
テ

l
マ
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
る
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
等
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
対
し
て
研

究
助
成
を
行
っ
た
。

助
成
実
施
に
当
た
っ
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
匿

学
会
理
事
長
)
の
審
査
に
よ
り
、
次
の
六
団
体
を
決
定
し
た
。

〔
助
成
団
体
〕

O

大
阪
府
立
泉
州
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
所
長
横
田

順
一
朗

「
よ
り
実
践
的
な
ト
リ
ア

l
ジ
タ
ッ
グ
の
開
発
に
関
す
る

研
究
」。国

立
循
環
器
セ
ン
タ
ー
心
臓
内
科
・
緊
急
部
部
長

野

々

木

宏

「
モ
バ
イ
ル
テ
レ
メ
デ
ィ
シ
ン
を
用
い
た
メ
デ
ィ
カ
ル
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
体
制
の
基
盤
づ
く
り
に
対
す
る
調
査
研
究
」

O

和
歌
山
ウ
ツ
タ
イ
ン
研
究
会
世
話
人
(
和
歌
山
県
立
医

科
大
学
救
急
集
中
治
療
部
教
授
)
篠
崎
正
博

「
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
導
入
に
よ
る
病
院
外
心
肺
停
止
患
者
の

蘇
生
率
に
及
ぼ
す
影
響
」

。
信
州
大
学
医
学
部
第
二
解
剖
学
講
座
教
授
森
泉

哲
次「

救
急
医
療
従
事
者
に
対
す
る
解
剖
体
を
用
い
た
解
剖
学

及
び
外
傷
学
教
育
の
調
査
研
究
」

O

愛
知
医
科
大
学
附
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
教

授

野

口

宏

「
外
傷
患
者
の
救
命
率
向
上
を
目
指
し
た
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ

シ
ス
テ
ム
の
効
果
的
運
用
の
検
討
」

プ
レ
ホ
ス
ピ
タ
ル
ケ
ア
研
究
会
代
表

安
田

康
晴

O 

「
病
院
前
救
護
の
教
育
に
お
け
る
視
聴
覚
教
材
の
開
発
」

普
及
啓
発
・
広
報
事
業

付

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
、
回
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
消
防
機

関
及
び
医
療
機
関
と
の
連
携
の
強
化
に
資
す
る
た
め
、
機

関
誌
「
救
急
救
命
」
を
定
期
的
に
発
行
し
て
い
る
。

平
成
一
五
年
度
は
、
第
一

O
号
を
平
成
一
五
年
五
月
、

第
一
一
号
を
平
成
一
五
年
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
よ
る
財
団
紹
介
広
報
事
業

平
成
一
五
年
九
月
九
日
か
ら
一
一
日
の
問
、

J
R
東
京

駅
丸
の
内
北
口
ド

1
ム
で
行
わ
れ
た
「
救
急
の
日
二

0
0

=
こ
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
肺
蘇
生
訓
練
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

l
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

1
」
、
「
志
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
一
三
七
間
体
に
寄
贈
し
た
。

②
救
急
普
及
啓
発
広
報
車
の
寄
贈

志
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
(
三
重
県
四

日
市
市
消
防
本
部
、
京
都
府
宇
治
市
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
約
八
万
枚
作
成
し
、

医
療
機
関
、
都
道
府
県
消
防
主
管
課
及
び
消
防
本
部
等
に

配
付
し
た
。

同
応
急
手
当
普
及
啓
発
推
進
事
業

救
命
率
の
一
層
の
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
パ
イ
ス
タ
ン

ダ

1
(傷
病
者
の
発
生
現
場
に
居
合
わ
せ
た
住
民
)
に
よ
る

心
肺
蘇
生
法
の
実
施
が
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
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
し
て
支
援
を
行
っ
た
。

平
成
一
五
年
度
は
、
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
、
応
急
手
当
の
普
及
実
践
活
動
を
積
極
的
に
推
進

す
る
こ
と
と
し
、
財
団
法
人
日
本
防
火
協
会
へ
の
委
託
に
よ

り
、
全
国
ニ

O
地
域
で
応
急
手
当
講
習
会
が
開
催
さ
れ
、
一
、

九
九

O
人
の
普
通
救
命
講
習
修
了
者
が
養
成
さ
れ
た
。

四

救
急
体
制
強
化
事
業

各
消
防
機
関
に
お
け
る
自
動
体
外
式
除
細
動
器
(
二
相
性
波

形
式
)
の
早
期
導
入
を
支
援
し
、
救
急
体
制
の
強
化
を
図
り
、

プ
レ
ホ
ス
ピ
タ
ル
・
ケ
ア
の
充
実
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
七

八
消
防
本
部
の
除
細
動
器
導
入
経
費
の
一
部
に
つ
い
て
助
成
し

た。五

救
急
基
金
事
業

住
民
か
ら
の
広
範
な
寄
付
に
よ
り
造
成
さ
れ
て
い
る
救
急
基

金
の
運
用
益
を
活
用
し
、
心
肺
蘇
生
訓
練
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

1

一
体
、
応
急
手
当
講
習
テ
キ
ス
ト
五

O
O
冊
を
長
崎
県
長
崎
市

消
防
局
及
び
神
奈
川
県
足
柄
消
防
本
部
の
二
団
体
に
そ
れ
ぞ
れ

交
付
し
た
。
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第13回全国救急隊員シンポジウム開催プログラム .INFORMATION ・

川崎市教育文化会館
11 

サンピアンかわさき いさご会館

第 1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場

10 : 00 開会式

10 : 30 特別講演

「変わりゆく救急業務とメデイカルコントロール体制」

講:聖マリアンナ医科大学病院院長 明石勝也

12 : 00 休憩

13 : 30 記念講演 一般発表 I ポスターセッション I シンポジウム I 一般発表 E 一般発表E
「集団災害に学ぶ危機管理j 「救急隊員の教育と効果的な訓練への取 司:救急救命九州研修所研修部研修課主査 「増えつづける救急件数への取り組み」 「応急手当普及啓発活動への取り組み」 「消防隊連携活動」

講:側独立総合研究所代表取締役社長 り組み」 古賀 司 座-神戸市消防局警防部救急救助課長 座:鳥取県東部広域行政管理組合消防局警防課長 座:横須賀市消防局指導課救急担当

単えIII告アナリスト 青山繁晴 座:救急救命九州研修所研修部研修謀謀長補佐 発:中和広域消防組合消防本部 松 山 雅 洋 中田峯雄 中 川龍也

司:東京消防庁救急部長 鈴木正弘 日野俊昭 吉井克昌 ァ:大阪府立泉州救命救急センター所長 助:救急救命東京研修所教授 棋井 )時 助.横須賀共済病院救急部長 鈴木淳一
助:福岡大学病院救命救急センター医局長 江津邑智消防組合消防本部 横田順一朗 発:旭川市消防本部 塗師団智文 発-独立行政法人消防研究所 久保田勝明

益崎隆雄 川由祥一 総務省消防庁救急救助課救急専門官 中和広域消防組合消防本部深田 隆志 戸田市消防本部 細井三知男

発:堺市高石市消防組合消防本部安藤 正人 大津市消防局 上路 一朗 井内 努 高槻市消防本部 岡林克朗 さいたま市消防局 長沼史朗

神戸市消防局 山口達也 千葉市消防局 石垣昭彦 シ:札幌北橘病院 目黒順一 出雲市外4IUr広域消防組合消防本部 平塚市消防本部 後藤 雄
東京消防庁 長尾智之 福岡市消防局 矢俣伸也 東京消防庁 畠山 亙HE 田中 i享 北九州市消防局 井村 美和

出雲市外4町広域消防組合消防本部 阿久根地区消防組合消防本部 横浜市消防局 平中 隆 前橋広域消防本部 金i畢正幸
安田康晴 西国与之 大阪市消防局 山城芳生

福岡市消防局 内田宗l暁 松戸市消防局 管野英朗 福岡市消防局 関屋 イ|多

15 : 00 休憩

15 : 30 デモンストレーション 一般発表U ポスターセッション E 教育講演 I ビデオセッション 一般発表V
i AEDと救命の連鎖」 「事後検証システムの問題と課題」 司:稲城市消防本部救急係長 「法医学から見た救急現場」 「救急資器材の工夫J 「重症外傷」
司:大阪市消防局救急担当係長 座:尾三消防本部消防課長 中根 力 福田朝光 講:杏林大学医学部法医学教室主任教授 座:救急救命東京研修所研修部研修課課長補佐 座:所沢市消防本部救急副主幹大河原治平

下垣内直紀 助:愛知医科大学附属病院高度救命救急セントー助教授 発:大阪市消防局 梶原雄治 佐藤喜宣 木 下 俊 文 助:埼玉医科大学病院救急部助教授
助:帝京大学医学部救命救急センター教授 中川 隆 札幌市消防局 今川秀樹 司:川崎市消防局川崎消防署警防第 2課長 助:船橋市立医療センター救命救急センター医長 根本 ナ旦ゐ

坂本哲也 発:高野町消防本部 西坂 保 横浜市消防局 小柳寛子 松野 忍 五十嶺伸二 発:札幌市消防局 清水英太
実:川崎市消防局 明石市消防本部 山本 徹 明石市消防本部 春山 幸二 発:長崎市消防局 渡 辺 輝 昭 久留米市消防本部 t工口 哲

名古屋市消防局 横浜市消防局 市川 明 新潟県柏崎地域広域事務組合消防本部 広島市消防局 福永洋治 鳥取県西部広域行政管理組合消防局
鳥取県西部広域行政管理組合消防局 小池勝己 讃岐地区広域消防本部 入倉敬三 宇津 宮 進

足立 三紀 姫路市消防局 白羽政俊 熊本市消防局 坂本 拓 也
17 : 00 高松市消防局 新名正明 北九州市消防局 大野博史 東京消防庁 匂坂喜代太

9 : 10 教育講演 E 一般発表U ポスターセッションE シンポジウム E ケーススタディ 一般講演

「産婦人科救急に対する知識及びピット 「脳血管疾患症例J 司:松山市消防局東消防署救急隊長 「救急現場におけるインフォームドコンセントj 「救急業務における賠償責任」 「救急搬送における重症度・緊急度判断基準」

フォールJ 座:相模原市消防本部救急対策課長 牟櫨里義 座:北九州市消防局警防部救急救助課長 司:横浜市消防局警防部救急課長 常陸 哲生 講:日本医科大学付属千葉北総病院救命救急センター長
講:埼玉医科大学総合医療センタ}産婦人科教授 鈴木久道 発:大阪市消防局 重松伸治 山本敏明 ァ:杏林大学総合政策部教授 橋本雄太郎 益子邦洋

竹田 省 助:町田市民病院脳神経外科医長 豊田市消防本部 松井正幸 ァ:東京医科大学病院救急医学講座主任教授 皆川水深法律事務所 水深亜紀子 司:千葉市消防局稲毛消防署救急係長

司:さいたま市消防局浦和消防署主幹 干川芳弘 仙台市消防局 丹野康喜 行岡哲男 吉野保幸

関根正明 発.新潟市消防局 山田恭子 神戸市消防局 薄波哲也 シ:大阪府立千里救命救急センター
名古屋市消防局 高島克三 福岡市消防局 四島 弘 林 靖之
瀬戸市消防本部 加藤 喜久 玉野市消防本部 三宅秀明 自衛隊中央病院 門脇淳子
大崎地域広域行政事務組合消防本部 新潟市消防局 若杉 明 救急救命九州研修所 岡本 育

千葉広朗 仙台市消防局 鈴 木 宏 俊
川崎市消防局 滝田 一彦 堺市・高石市消防組合消防本部松本 政明

10 : 40 休憩

11 : 10 シンポジウムE 一般発表四 パネルディスカッション 一般発表唖
iNC B災害への取り組みJ 「呼吸器疾患症例J 「気管挿管実習における現状と課題」 「循環器疾患症例」
座:札幌市消防局警防部長松井英樹 座:青森地域広域消防事務組合消防本部 座:広島市消防局警防部救急課長 藤原 健悟 座:高槻市消防本部救急救助課特別救急係長
ァ:日本医科大学付属第二病院院長 中央消防署救急主幹 成田 智 ァ-明石市立市民病院副院長 上 藤 哲 郎 松村・ 賢一

黒川 額 助:大阪大学医学部附属病院高度救命救 パ-名古屋市立大学病院 竹内昭憲 助:大阪府立三島救命救急センター所長
川崎市危報管理アドバイザー大貫 啓行 急センター助教授 田中 裕 高岡市民病院 遠山一喜 森田 大

シ:総務省消防庁 長尾 一郎 発:朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部 救命救急東京研修所 小板橋敏美 発:高槻市消防本部 中島伸一
神奈川県警察 松尾博之 宮 利昌 京都市消防局 石井崇夫 相模原市消防本部 大 滝 昌 利
自衛隊 中村・ 勝美 川崎市消防局 明瀬幸一 山形市消防本部 清 野 康 浩 仙台市消防局 石堂里佳
順天堂大学医学部附属順天堂醤院 千葉市消防局 飛鋪宏典 さいたま市消防局 吉 田 宣 行

奥村 f散 東京消防庁 木下 彰 福岡市消防局 岡田倫子

東京消防庁 千田晋治 戸田市消防本部 山崎異義

12 : 40 新潟市消防局 星山賢治

12 : 50 閉会式
日程平成17年1月27日(木)、 28日(金)

受付 9 ・ OO~ (27 日のサンピアンかわさき・いさご会館は12 ・ OO~)
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当財団では、プレホスピタル・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17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。

助成対象団体

原則として、医療機関 (4団体)及び消防機関 (2団体)

なお、地域メディ力ルコントロール協議会等において研究を行う場合なども含まれます。

調査研究テーマ

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5、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としては、「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」、「防振ストレッチャー架台の研究開発」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5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の普及に関する研究。

-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。

-救急需要対策に関する研究。

-救急に関する情報処理の効率化。

-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プロ

トコールに関すること、救急隊の効果的運用策に関することなど。

調査研究期間
平成17年4月 1日から平成18年3月31日まで

調助成金額
1団体150万円を上限とします。

0助成金の使途は、主として研究に直接要する物晶の購入費用、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、調査旅費などは除きます。)

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」において審査選考し、申請者に結果を通知します。

間その他
(1)助成団体代表者は、調査研究期間の終了後 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。

(申請書は財団ホームページからダウンロードまたは、請求により送付)

申請書送付先 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企画調査課熊倉

TEL 0426-75-9931 FAX 0426-75-9050 

応募締切日 平成17年 1月31日(月)<当日必着〉

制旦l.，'合りせ豊一 企画調査課吉田熊倉
財団法人救急振興財団 ホームページ http://www.fasd.or.jp



|長沼探蹴:::J-j--

官製はがきに

①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤13号を読んで印象に残った記事、その他ご意見、ご感想

などをお書きのうえ、

干192-0364 東京都八王子市南大沢4-6
までお送りください。

締切:平成17年 1月31日

応募者多数の場合は抽選で50名様にオリジナル携帯クリーナーをプレゼントいたします。プレセもントの発送をもって発表にかえさせていただきます。

『救急救命J編集室財団法人救急振興財団

インフォメーション

『救急救命jでは、皆さまからの情報をお待ちしております~
『救急救命』編集室では、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。

以下の要領を参照のうえ、どしどしお寄せください。

- 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 土ピソード

・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。

-・E重量Eヨ・・

〒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 E 霊園
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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 津一彦

西 川浩二

第13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

小津浩志

熊倉彩

2004年11月30日
『救急救命』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
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編集

発行人

発行所

作市リ
吉 田一宏

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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