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救急救命東京研修所
実習風景



平
車
三
年
四
月
、
救
急
救
命
士
法
刑
制

定
さ
れ
て
か
ら
今
年
で

一
O
年
目
と
い
う

節
目
の
年
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
問
、
消

防
庁
に
お
い
て
は
故
急
障
員
の
行
う
応

急
処
置
の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、

敷
島
救
命
士
の
聾
庇
や
高
誼
格
救
車
車
、

救
急
用
資
器
材
の
整
備
を
促
進
し
て
き
ま

し
た
。
救
急
救
命
士
を
運
用
し
て
い
る
救

世
隊
は
年
々
増
加
し
、
平
成

一
三
年
四
月

現
在
、
全
教
盟
隊
の
約
五
七
%
と
な
っ
て

い
ま
す
.
教
思
救
命
士
が
救
命
勅
畢
の
向

上
に
果
た
す
担
割
は
、
本
年
三
月
に
ま
と

め
ら
れ
た
救
命
効
果
検
旺
委
員
会
報
告
舎

に
お
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

教
思
救
命
士
を
吉
む
教
思
隊
員
が
行
、
つ

応
急
処
置
の
置
を
向
上
さ
せ
、
救
急
救
命

士
の
処
置
範
闘
の
拡
大
等
救
急
業
轄
の
更

な
る
高
度
化
を
図
る
た
め
、
救
急
救
命
士

に
対
す
る
指
示
体
制
及
び
救
急
隊
員
に
対

す
る
指
導
助
冒
体
制
の
充
実
、
救
急
活

動
的
医
学
的
障
占
か
ら
の
事
後
検
証
体
制

の
充
実
、
救
急
救
命
士
の
研
修
の
充
実
等

の
い
わ
ゆ
る
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

体
制
を
雌
構
築
す
る
こ
と
が
理
宮
町
聾
置
で

あ
り
ま
す
。
消
防
機
関
と
教
息
医
療
機
関

と
の
連
携
を
更
に
強
化
す
る
と
と
も
に
、

都
道
府
県
が
掴
藍
機
能
を
果
た
し
、
メ
デ

ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
制
が
早
患
に
傷

聾
さ
れ
る
よ
う
積
極
的
に
推
進
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
応
急
手
当
町
普
及
啓
量
に
関
し

て
は
、
昨
年
八
月
に
ア
メ
リ
カ
心
瞳
協
会

(
A
H
A
}
が
作
成
し
た
世
界
共
通
の
心

肺
醇
生
詰
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、

度
化
の

-害額のことば

に
つ
い
て

中
川

浩
明

我
が
固
で
も
本
年
五
月
に
心
肺
蕗
生
佳
苦

員
会
に
よ
り
全
国
共
通
の
心
筋
蘇
生
桂
の

指
針
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
消
防
庁
で
は
、

こ
の
指
針
を
踏
ま
え
応
曾
手
当
の
普
亙
啓

尭
活
動
の
推
進
に
関
す
る
実
施
要
綱
の
改

正
等
を
行
い
、
消
防
機
関
に
お
い
て
も
、

住
民
に
対
す
る
応
急
手
当
の
普
及
啓
発
を

進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す。
梢
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
救

急
業
務
に
聞
し
て
は
、
平
成

一
二
年
二
月

に
定
め
た
「
救
急
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
出
動

基
捜
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
参
考
に
、
各
都

道
府
県
に
お
い
て
、
地
助
成
事
情
を
踏
ま
え

た
尚
動
基
準
が
、
現
在
二
七
団
体
で
作
属

さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
運
用
が
さ
れ
て
い
ま

す
。
平
成

=

一
年
中
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に

よ
る
救
岩
出
動
件
監
は

一
四
四
六
件
に
の

ぼ
り
‘
前
年
に
比
べ
て
約
五
口
%
増
加
し

て
い
ま
す
が
、
今
桂
と
も
、
消

防

防

虫

へ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
救
急
業
轄
の
全
国

的
展
開
と
円
滑
な
実
施
が
な
さ
れ
る
よ
う

膏
力
を
お
願
い
す
る
も
の
で
す
。

救
急
業
務
に
対
す
る
自
民
の
期
待
と
信

頼
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。

消
防
庁
と
し
て
は
、
救
命
効
果
の
向
上
を

目
指
し
、
プ
レ
ホ
ス
ピ
タ
ル
ケ
ア
の
充
実

を
図
る
た
め
、
関
係
線
開
と
連
携
を
図
り

な
が
ら
、
教
車
業
務
の
直
者
る
高
度
化
の

推
進
に
全
力
で
取
り
組
み
ま
す
。
各
消
防

機
関
に
お
い
て
も
、
世
民
国
民
の
期
待

に
沿
う
よ
う
積
極
的
に
対
応
さ
れ
る
こ
と

を
望
み
ま
す
。
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横
須
賀
市
消
防
痛
を
取
材
し
て
i

l

文
l
l編
集
室

国
際
海
の
手
文
化
都
市
、
横
須
賀
。
海
と
小
高
い
山
に
固
ま
れ
た
こ
の
地
に
、
昨
年
六
月
「
市
民
救
命
士
」
が

誕
生
し
た
。
「
市
民
救
命
士
」
と
は
、
普
通
救
命
講
習
を
修
了
し
た
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
危
険
物
保
安
監
督
者

・
取
扱
者
に
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
活
動
は
、
横
須
賀
危
険
物
安
全
協
会
及
び
神
奈
川
県
石
油
商
業
組
合

横
須
賀
支
部
が
、
横
須
賀
市
消
防
局
と
検
討
を
重
ね
実
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
消
防
局
の
全
面
協
力
が
あ
っ
た
と

い
え
ど
も
、
民
間
事
業
者
主
導
で
立
ち
上
が
っ
た
の
は
、
全
国
的
に
も
初
め
て
の
こ
と
だ
。
「
市
民
救
命
士
」
発

足
の
経
緯
、
今
後
の
展
望
な
ど
に
つ
い
て
取
材
し
た
。

由
市
民
救
命
士
制
度
の
設
置
瞳

1

1

市
民
救
命
士
制
度
の
立
ち
上
げ
に
あ
だ
っ
て

は
、
横
須
賀
危
険
物
安
全
協
会
と
神
奈
川
県
石
油
西

業
組
合
横
須
賀
支
部
の
二
団
体
か
ら
、
横
須
賀
市
消

防
局
巴
お
話
、
が
あ
つ
だ
の
が
契
機
、
だ
と
う
か
、
か
つ
て

お
り
ま
す
、
か
、
消
防
局
巴
相
談
を
持
ち
か
け
だ
き
っ

か
け
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
区
あ
つ
だ
の
で
し
ょ
う

か。渡
辺
平
成
七
年
一
月
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で

は
、
多
数
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
、
八
万
棟
余
り
の
家

屋
・
ピ
ル
が
全
半
壊
、
七
千
棟
余
り
の
家
屋
等
が
火

災
に
よ
り
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た

状
況
の
な
か
、
比
較
的
無
傷
で
残
っ
た
の
は
、
ガ
ソ

リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
し
た
。
そ
れ
以
来
、
ガ
ソ
リ
ン
ス

タ
ン
ド
は
そ
の
堅
牢
さ
故
に
、
見
直
さ
れ
て
き
た
ん

で
す
。
そ
こ
で
、
私
ど
も
危
険
物
を
取
り
扱
う
者
と

し
て
、
地
域
社
会
の
安
心
と
安
全
の
た
め
に
自
分
た

ち
の
活
動
を
通
し
て
、
何
か
で
き
る
こ
と
が
な
い
だ

ろ
う
か
と
、
消
防
局
に
ご
相
談
し
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
際
に
う
か
が
っ
た
話
が
、
応
急
手

当
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
救
急
隊
が
現
場

に
到
着
す
る
ま
で
に
要
す
る
時
間
は
、
全
国
平
均
が

約
六
分
、
横
須
賀
で
は
約
六
分
一
八
秒
。
心
肺
機
能
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常一我孝

菊
田
重
治

が
停
止
し
て
二
分
以
内
に
心
肺
蘇
生
を
す
る
と
、
約

九
O
%
の
確
率
で
助
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対

し
、
五
分
後
で
は
二
五
%
の
確
率
で
し
か
助
か
ら
な

い
と
い
、
つ
こ
と
で
し
た
。

と
な
る
と
、
横
須
賀
で
は
六
分
一
人
秒
で
す
の

で
、
通
報
を
受
け
て
救
急
車
が
現
地
に
到
着
し
た
と

き
に
は
、
も
う
手
遅
れ
で
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
間
に

我
々
の
手
で
人
工
呼
吸
や
心
肺
蘇
生
を
行
い
、
救
急

隊
に
リ
レ
ー
し
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
は
、
市

内
の
要
所
要
所
に
位
置
し
て
お
り
ま
す
。
私
た
ち
も



日
常
の
仕
事
の
な
か
で
、
事
故
な
ど
に
遭
遇
し
て
も

何
も
手
を
出
せ
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
て
い

ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
消
防
局
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い

て
、
救
急
隊
が
来
る
ま
で
の
救
命
リ
レ
ー
を
、
我
々

が
中
心
に
な
っ
て
や
っ
て
い
っ
た
ら
ど
う
か
と
考
え

た
の
で
す
。
そ
こ
で
「
市
民
救
命
士
」
と
銘
打
ち
、

普
通
救
命
講
習
を
修
了
し
た
従
業
員
を
ガ
ソ
リ
ン
ス

タ
ン
ド
に
一
名
な
い
し
二
名
配
置
し
ま
し
た
。
周
辺

で
交
通
事
故
が
発
生
し
た
り
、
急
病
人
が
出
た
り
し

た
場
合
に
、
い
ち
早
く
現
場
に
駆
け
つ
け
救
命
処
置

を
行
う
と
い
う
こ
と
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

|
|
消
防
局
の
方
で
は
、
渡
辺
会
長
か
ら
お
話
、
が
あ

レ

¥

¥

つ
だ
と
き
、

し
よ
う
か
。

菊
田
横
須
賀
市
の
場
合
、
通
報
が
あ
っ
て
か
ら
現

場
到
着
ま
で
、
今
、
平
均
で
六
分
一
八
秒
か
か
り
ま

す
。
こ
の
六
分
と
い
う
空
白
の
時
間
を
い
か
に
埋
め

る
か
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
も
常
に
考
え
て
お
り
ま

し
た
。

ど
の
よ
う

Z
お
考
え
巴
な
ら
れ
た
の
で

消
防
局
で
は
、
指
令
室
に
救
急
救
命
士
を
配
置
し

て
お
り
、
救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で
の
問
、
通
報
さ

れ
た
方
、
バ
イ
ス
タ
ン
ダ
l
に
対
し
て
、
心
肺
停
止

状
態
の
方
で
あ
れ
ば
、
口
頭
指
導
を
行
う
な
ど
、
様
々

な
方
法
を
講
じ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
現
場
に
救
命
手

当
に
慣
れ
た
方
が
い
れ
ば
、
よ
り
救
命
効
果
が
上
が

っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な

こ
と
を
考
え
て
い
た
矢
先
に
、
こ
の
話
を
う
か
が
い

ま
し
た
。

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
は
市
内
の
主
要
な
場
所
で
営

業
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
普
通
救
命
講
習
を
修
了
さ

れ
た
方
や
救
命
手
当
に
慣
れ
た
方
が
従
業
員
の
な
か

に
い
れ
ば
、
救
急
隊
が
到
着
す
る
ま
で
の
空
白
を
埋

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
消
防
と
し
て
も
、
市
民
・

行
政
・
医
師
の
連
携
こ
そ
が
、
救
命
率
の
向
上
を
図

る
ひ
と
つ
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
い
か
と
検
討
し

て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
、
ち
ょ
う
ど
タ
イ
ミ
ン

グ
よ
く
お
話
を
い
た
だ
け
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

今
、
横
須
賀
市
内
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
は
六
八

庖
舗
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
五
三
庖
舗
、
約
三
名
ず

つ
、
一
五
一
名
の
方
が
普
通
救
命
講
習
を
修
了
さ

れ
、
現
在
は
市
民
救
命
士
と
し
て
活
動
さ
れ
て
い
ま

す。ー
ー
パ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー
に
よ
る
救
命
手
当
の
重
要
性

は
、
従
来
か
ら
強
<
叫
ば
れ
て
い
ま
す
、
か
、
受
講
者

の
数
は
増
え
る
↑
も
の
の
、
現
場
で
そ
れ
を
実
行
で
き

る
方
、
か
少
な
い
と
い
う
の
は
、
白
本
中
、
ど
こ
の
消

防
機
関
で
ち
悩
み
の
種
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
な
か
で
、
街
角

C
あ
る
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の

従
業
員
の
方
々
、
ガ
市
民
救
命
士
と
な
り
、
自
信
を
持

っ
て
救
命
手
当
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
素
晴
ら

し
い
こ
と
で
す
ね
。

市
民
救
命
士
の
ネ
ー
ミ
ン
グ

A渡辺治夫氏

i
ー
市
民
救
命
士
と
い
う
名
称
は
ど
う
い
う
理
由
で

つ
け
ら
れ
だ
の
で
す
か
。

同
い
ろ
い
ろ
知
恵
を
絞
っ
た
結
果
、
ポ
ッ
と
出
て

き
た
名
称
な
ん
で
す
。
市
民
と
行
政
の
間
で
活
動
し

た
い
と
い
う
一
つ
の
目
的
が
あ
る
の
で
、
そ
の
あ
た

り
か
ら
出
た
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
す
。
「
救
急
救
命
士
」

と
い
う
と
、
グ
レ

l
の
服
を
着
て
い
る
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
が
我
々
市
民
に
は
強
い
の
で
、
そ
の
中
間
と
い

う
位
置
付
け
が
で
き
た
ら
い
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で

9 



す。菊
田
一
方
に
行
政
の
「
救
急
隊
」
が
い
る
、
一
方

に
講
習
を
受
講
し
た
「
家
庭
救
急
」
の
方
が
い
る
、

そ
の
間
に
位
置
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
家
庭
救

急
で
は
な
く
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
な
か
で
応
急

処
置
を
す
る
の
で
す
か
ら
、
市
民
の
た
め
に
活
動
す

る
と
い
う
こ
と
で
、
市
民
救
命
士
と
し
ま
し
た
。

た
だ
、
「
救
急
救
命
士
」
と
い
う
名
称
が
救
急
救

命
士
法
に
よ
り
使
用
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
は
営
利
目
的
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
総
務
省
消
防
庁
救
急
救
助
課

に
ご
承
認
い
た
だ
き
、
ス
テ
ッ
カ
ー
も
作
成
し
た
わ

け
で
す
。

設
置
巴
あ
だ
つ
て
の
苦
労
と

成
功
の
ポ
イ
ン
ト

l
i
l市
民
救
命
士
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
れ
る
巴
あ
だ

っ
て
、
苦
労
し
だ
点
、
う
ま
く
い
つ
だ
点
な
ど
を
教

え
て
い
芝
だ
け
ま
す
か
。

岡
従
業
員
教
育
の
行
き
届
い
て
い
る
会
社
な
ど
で

は
、
社
内
の
活
動
と
し
て
既
に
そ
う
い
う
こ
と
を
始

め
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
が
、
全
組
合
員
と
な
り
ま
す

と
、
正
宣
言
っ
て
会
社
の
規
模
や
物
理
的
な
問
題
が

あ
り
ま
す
の
で
、
取
り
組
み
方
に
温
度
差
が
あ
り
ま

し
た
。ま

た
、
最
初
は
皆
「
非
常
に
い
い
こ
と
だ
か
ら
、

協
力
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
ま
で
は
い
く
ん
で
す

が
、
実
際
に
講
習
会
を
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
と
な
か
な
か
:
:
:
。
一
回
目
は
大
分
あ
ち
ら
こ

ち
ら
に
お
願
い
を
し
て
人
数
を
集
め
ま
し
た
ね
。

と
こ
ろ
が
、
嬉
し
い
誤
算
だ
っ
た
の
で
す
が
、
講

習
を
終
え
て
、
皆
さ
ん
会
社
に
帰
ら
れ
る
と
、
「
こ

れ
は
い
い
よ
」
と
い
う
話
に
な
っ
て
き
た
ん
で
す

ね
。
二
度
目
、
三
度
目
の
講
習
に
つ
い
て
は
、
こ
ち

ら
か
ら
お
願
い
し
な
く
て
も
受
講
を
希
望
す
る
人
が

集
ま
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
「
こ
れ
は
仕
事
じ
ゃ
な

い
よ
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
講
習
が
い
か
に
自

分
の
た
め
、
家
族
の
た
め
、
鹿
り
の
た
め
に
な
る
か

と
い
う
の
が
分
か
っ
て
き
た
ん
で
す
ね
。

今
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
の
従
業
員
が
自
発
的
に

毛
布
を
購
入
し
た
り
、
各
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

に
は
手
当
に
必
要
な
資
器
材
を
カ
バ
ン
に
詰
め
た

「
救
急
セ
ッ
ト
」
が
置
い
て
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
の

中
身
に
つ
い
て
も
で
っ
ち
は
こ
ん
な
の
入
れ
て
る

よ
」
で
っ
ち
は
配
達
の
車
に
積
ん
で
歩
い
て
る
よ
」

と
話
し
合
っ
た
り
し
て
、
横
の
連
携
が
生
ま
れ
て
き

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

渡
辺
講
習
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仕
事
中
だ

け
で
は
な
く
て
、
仕
事
を
離
れ
て
も
横
須
賀
市
民
で

あ
る
以
上
は
、
市
民
救
命
士
だ
と
い
う
意
識
付
け
が

A辰巳石油側の救急、セット

市
民
救
命
士
と
し
て
活
動
し
て
い
る

湘
南
菱
油
側
岸

史
恵

以
前
、
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
祖
母
が
足
を
折
っ

て
し
ま
っ
た
と
き
、
救
急
車
が
く
る
ま
で
の
問
、
何

も
し
て
あ
げ
ら
れ
ず
、
悔
し
い
思
い
を
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
後
、
社
内
で
バ
イ
ス
タ
ン
ダ

ー
を
育
成
す
る
と
聞
い
て
、
い
い
機
会
だ
と
思
い
、

講
習
会
に
参
加
し
た
の
が
市
民
救
命
士
と
し
て
の
は

じ
ま
り
で
し
た
。

今
で
は
、
何
か
あ
っ
た
ら
す
ぐ
に
行
動
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
ね
。
幸
い
に
も
、
救
命
手
当
が
必

要
と
な
る
場
面
に
は
遭
遇
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
事
故

で
出
血
し
て
い
る
人
が
い
た
と
き
も
、
す
ぐ
に
止
車

処
置
が
で
き
ま
し
た
。
つ
い
先
日
は
、
道
端
で
う
ず

く
ま
っ
て
い
る
人
が
い
た
の
で
、
観
察
の
た
め
に
近

く
ま
で
行
っ
た
ら
、
そ
の
方
は
酔
っ
て
い
た
だ
け
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
(
笑
)
。

で
も
、
そ
う
や
っ
て
、
と
に
か
く
行
動
で
き
る
と
い

う
の
は
、
市
民
救
命
士
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
だ
と
思

い
ま
す
。

昨
年
は
第
五
回
防
災
ま
ち
づ
く
り
大
賞
消
防
庁
長

官
賞
を
受
賞
し
て
、
驚
い
て
い
ま
す
。
で
も
、
こ
れ

で
安
心
す
る
の
で
は
な
く
、
市
民
救
命
士
の
一
人
と

し
て
、
定
期
的
に
活
動
に
参
加
し
て
い
こ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
応
急
手
当
に
興
味

を
持
っ
て
く
れ
る
人
も
増
え
て
い
く
と
思
、
つ
ん
で
す

ね
。
実
際
、
私
が
市
民
救
命
士
と
な
っ
た
ら
、
友
人

た
ち
も
普
通
救
命
講
習
に
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。

こ

れ

か

ら

も
、
市
民
救
命

士
を
増
や
し

て
、
さ
ら
に
発

展
さ
せ
た
活
動

を
し
て
い
き
た

い
で
す
ね
。

ーセ'
'--

ん
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も
の
す
ご
く
強
く
な
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

最
初
は
確
か
に
皆
、
仕
事
だ
と
思
っ
て
イ
ヤ
イ
ヤ

講
習
に
行
く
ん
で
す
が
、
行
っ
た
人
は
「
こ
れ
は
も

う
、
自
分
の
身
に
関
係
す
る
こ
と
だ
」
と
興
味
を
持

っ
て
く
れ
る
。
最
初
は
半
ば
強
制
的
に
全
部
送
り
込

み
ま
し
た
ね
(
笑
)
。
そ
う
す
る
と
そ
の
人
が
必
ず

「
ま
た
行
き
た
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。

当
社
の
従
業
員
の
中
に
も
何
回
か
講
習
を
受
け
て
、

さ
ら
に
「
一
年
に
一
回
の
講
習
じ
ゃ
だ
め
だ
。
自
分

は
も
っ
と
や
り
た
い
」
と
、
向
上
心
を
持
っ
て
救
命

手
当
の
勉
強
を
し
て
い
ま
す
。

ー
ー
や
は
り
、
最
初
は
だ
め
ら
い
、
か
あ
る
の
で
し
ょ

う
、
か
、
そ
の
後
は
い
か
が
で
す
か
。
講
習
会
巴
臨
む

姿
勢
と
い
う
の
は
、
一
般
の
受
講
者
の
万
と
比
較
し

て
何
か
遣
い
が
感
じ
ら
れ
ま
す
か
。

菊
田
や
は
り
職
業
意
識
を
お
持
ち
で
す
。
一
般
の

受
講
者
の
方
々
に
も
、
そ
の
意
識
を
感
じ
取
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
お
互
い
に

切
瑳
琢
磨
し
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
方
向
に
進
ん
で
い

け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
実
は
、
最
近
で
は
そ
の

よ
う
な
傾
向
が
出
て
き
て
い
る
の
か
、
受
講
者
の
数

も
増
え
て
き
て
い
る
ん
で
す
よ
。

覇
市
民
と
の
良
努
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
盟

A岡義孝氏

|
|
市
民
救
命
士
の
名
、
か
市
民

Z
浸
透
し
て
い
<
巴

つ
れ
、
近
所
の
方
や
お
客
さ
ま
か
ら
も
頼
り
に
さ
れ

る
の
で
は
な
い
で
す
か
?

渡
辺
ご
近
所
の
方
は
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
市

民
救
命
士
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
安
心
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
よ
う
で
す
。
お
年
寄
り
が
い
て
も
何
か
あ
っ

た
ら
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
行
け
ば
い
い
と
。
も
ち

ろ
ん
、
一
一
九
番
も
必
要
で
す
が
、
そ
の
前
に
ガ
ソ

リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
飛
び
込
め
ば
い
い
と
い
う
、
一
つ

の
安
堵
感
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

岡
消
紡
局
が
上
手
に

P
R
を
繰
り
返
し
て
く
だ
さ

っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
近
所
の
方
と
ご

来
庖
の
際
に
挨
拶
を
す
る
く
ら
い
だ
っ
た
ん
で
す
け

ど
も
、
こ
の
活
動
を
始
め
て
か
ら
は
、
普
段
の
ユ
ー

ザ
ー
で
な
い
方
が
「
こ
の
間
こ
ん
な
行
事
に
参
加
さ

れ
て
ま
し
た
ね
」
な
ど
と
話
し
か
け
て
く
だ
さ
っ

て
、
以
前
と
比
べ
て
随
分
お
話
す
る
機
会
が
増
え
ま

し
た
。
市
民
救
命
士
に
対
す
る
認
識
度
は
、
か
な
り

上
が
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。
「
ス
タ
ン
ド
っ
て
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
も

や
っ
て
く
れ
る
ん
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
、
我
々
も
商
売
を
し
て
い
く
一
つ
の
喜

び
に
も
な
り
ま
す
。

他
団
体
へ
の
波
及
盤

i
l他
の
団
体
で
も
、
同
じ
よ
う
な
取
り
組
み
を
始

め
ら
れ
る
と
い
う
動
き
も
あ
る
よ
う
で
す
、
か
。

渡
辺
郵
便
配
達
担
当
の
方
た
ち
も
町
の
な
か
を
走

っ
て
い
て
、
や
は
り
交
通
事
故
に
遭
遇
す
る
ん
だ
そ

う
で
す
。
そ
う
い
う
と
き
に
オ
ー
ト
バ
イ
を
降
り

て
、
す
ぐ
に
人
工
呼
吸
や
心
肺
蘇
生
を
や
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
、
い
ち
早
く
田
浦
郵
便
局
が
活
動
を
始
め

ら
れ
ま
し
た
ね
。
ま
た
、
市
内
の
デ
パ
ー
ト
な
ど
で

も
庖
内
の
事
故
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
職
員
の
方
が

講
習
会
に
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
大
手

企
業
が
私
た
ち
の
活
動
を
参
考
に
し
て
、
研
修
を
さ

れ
て
い
る
と
う
か
が
っ
て
い
ま
す
。
今
、
横
須
賀
市

で
は
、
各
企
業
で
そ
う
い
う
気
運
が
強
く
な
っ
て
い

る
ん
で
す
。

A市民救命士による三角巾取扱訓練
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菊
田
あ
と
、
ち
ょ
っ
と
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
横
須
賀
市
の
市
議
会
の
主
催
で
普
通
救
命
講
習

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
消
防
局
に
講
師
の

依
頼
が
あ
っ
た
も
の
で
、
受
講
さ
れ
た
議
員
の
方

が
、
地
元
地
域
で
応
急
手
当
の
重
要
性
を
お
話
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
ま
す
ま
す
広
が
り
を
見
せ
て
き
て

お
り
ま
す
。

合
後
の
課
題

1
1
4フ
後
の
諜
題
、
活
動
の
広
が
り

C
つ
い
て
は
い

か
が
で
す
か
。

間
消
防
局
と
ご
相
談
し
な
が
ら
な
ん
で
す
が
、
各

消
防
署
、
出
張
所
と
リ
ン
ク
し
て
い
く
よ
う
な
地
域

づ
く
り
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
緊
急
車
両
の
燃
料
補
給
な
ど
に
つ
い
て
も
、

遠
く
ま
で
行
か
な
い
で
近
く
で
給
油
で
き
る
体
制
を

つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
石
油
関
係
の
仕
事
を
し
て

い
る
我
々
に
も
義
務
が
あ
る
と
思
、
つ
ん
で
す
。

菊
田
危
険
物
を
取
り
扱
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
リ A菊田重治氏

ス
ク
管
理
と
い
う
の
を
ご
存
じ
で
す
し
、
そ
う
い
っ

た
分
野
で
連
携
で
き
る
の
は
本
当
に
す
ば
ら
し
い
こ

と
で
す
。

岡
我
々
は
、
普
通
の
事
業
所
に
は
な
い
工
具
や
器

具
も
持
っ
て
い
ま
す
。
異
常
事
態
の
中
で
早
く
助
け

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
と
き
に
、
そ
れ
ら
の
使

用
方
法
な
ど
、
我
々
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
役
に
立
っ
て
い

く
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か

ら
始
め
て
、
署
や
出
張
所
単
位
で
連
携
で
き
る
よ
う

な
体
制
を
実
現
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

渡
辺
横
須
賀
に
は
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
が
全
部
で

六
八
庖
舗
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
五
三
庖
舗
し
か
市
民

救
命
士
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
早
い
時
期

に
全
部
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
複
数
名
を
配
置
し

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

.....横須賀市消防出初式でのCPR演技

そ
れ
か
ら
、
消
防
局
も
講
習
を
数
多
く
開
催
さ
れ

て
い
て
、
講
師
の
数
も
手
薄
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で

す
の
で
、
我
々
自
身
で
講
師
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と

い
う
こ
と
も
考
え
て
お
り
ま
す
。
研
修
を
実
施
し
て

我
々
の
中
か
ら
講
師
を
育
成
し
、
外
部
に
派
遣
す
る

な
ど
、
ど
ん
ど
ん
救
命
手
当
に
対
す
る
取
り
組
み
を

発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

消
防
と
企
業
の
連
携
に
つ
い
て
は
、
必
要
性
は
感

じ
て
い
て
も
、
な
か
な
か
実
行
で
き
な
い
と
い
う
の

が
実
態
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
消
防
局
と
石
油

商
業
組
合
と
が
一
体
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
る
の

は
、
横
須
賀
だ
け
だ
と
自
負
し
て
い
ま
す
。
今
後
も

震
災
時
の
拠
点
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
、
活
動

の
幅
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

菊
田
行
政
と
し
ま
し
で
も
、
今
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ

ン
ド
、
石
油
組
合
等
で
実
施
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ

れ
を
市
民
・
工
場
・
事
業
所
の
み
な
ら
ず
、
不
特
定

多
数
の
人
が
出
入
り
す
る
旅
館
・
ホ
テ
ル
・
百
貨
庖

に
も
広
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
横
須
賀
は
海
を
控
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
リ
ゾ
ー
ト
施
設
等
も
数
多
く
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

ち
ら
の
施
設
で
も
普
通
救
命
講
習
を
受
け
て
い
た
だ

き
、
さ
ら
に
は
応
急
手
当
普
及
員
に
ま
で
な
っ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
講
習
を
受
講
し
て
い
っ
て
も
ら
い

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

企
業
自
ら
が
人
材
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
に
よ
刀

て
、
先
程
申
し
ま
し
た
、
市
民
・
行
政
・
医
師
の
連
携

を
進
め
、
「
市
民
が
安
全
で
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

づ
く
り
」
を
推
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

|
|
本
日
は
あ
り
、
ガ
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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ド
ク
タ
ー
同
乗
車
派
遣
シ
ス
テ
ム

前
述
の
市
民
救
命
士
以
外
に
も
、
横
須
賀
市
消
防

局
で
は
、
独
自
の
ド
ク
タ
ー
力

l
シ
ス
テ
ム
を
導
入

し
て
い
る
。
救
急
担
当
の
種
村
氏
に
話
を
聞
い
た
。

φ
ド
ク
タ

i
同
乗
車
派
遣
シ
ス
テ
ム
と
は
?

ご
存
じ
の
と
お
り
、
ド
ク
タ
ー
カ

1
シ
ス
テ
ム
と

い
う
の
は
、
消
防
が
病
院
の
中
に
待
機
所
を
設
け
、

救
急
隊
員
は
日
常
的
に
は
病
院
の
医
師
の
下
で
研
修

を
し
て
い
て
、
出
場
要
請
が
あ
る
と
医
師
を
乗
せ
て

現
場
へ
行
く
と
い
う
形
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

現
場
で
は
管
轄
か
ら
出
場
し
た
救
急
車
と
合
流
し
、

C
P
A
患
者
に
対
し
て
は
医
師
が
処
置
を
し
て
自
分

の
病
院
へ
運
ん
で
い
く
と
。
つ
ま
り
、
現
場
に
は
二

台
の
救
急
車
が
出
場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
救
急
車
と
専
属
の
救
急
隊

員
が
必
要
で
す
し
、
医
師
も
、
二
四
時
間
・
三
六
五

日
体
制
で
出
場
で
き
る
態
勢
を
と
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
日
常
の
救
急
業
務
が

忙
し
い
な
か
、
難
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
考
え
た
の
が
、
当
市
独
自
の
ド
ク
タ
ー
ヵ

l
シ
ス
テ
ム
で
す
。
こ
れ
は
、
消
防
署
か
ら
病
院
を

経
由
し
て
、
救

急
現
場
に
向
か

う

や

り

方

で

す
。
司
令
室
か

ら
待
機
し
て
い

る
消
防
署
へ
、

緊
急
車
で
医
師

を
病
院
ま
で
迎

A種村一夫氏

え
に
行
く
よ
う
指
示
し
ま
す
。
な
ぜ
緊
急
車
な
の
か

と
い
う
と
、
市
内
に
は
救
急
車
が

8
台
あ
る
の
で
す

が
、
出
場
回
数
が
多
く
、
全
台
出
て
い
る
こ
と
が
あ

る
た
め
で
す
。
救
急
車
に
限
定
せ
ず
、
緊
急
車
で
も

医
師
を
迎
え
に
行
く
わ
け
で
す
。

医
師
に
は
、
と
に
か
く
そ
の
ま
ま
出
て
き
て
同
乗

し
て
も
ら
い
ま
す
。
通
常
は
、
医
師
も
病
院
に
勤
務

し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
病
院
長
の
了
解
を
も
ら

い
、
器
材
を
持
ち
、
と
き
に
は
看
護
婦
を
連
れ
て
い

く
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
で

は
、
時
間
ば
か
り
た
っ
て
し
ま
い
、
現
場
に
な
か
な

か
行
け
ま
せ
ん
。
我
々
は
そ
こ
を
解
消
す
べ
く
、
医

療
機
関
に
お
願
い
し
、
病
院
長
か
ら
医
師
へ
は
、
事

前
に
命
令
が
下
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
速
や
か
な
派

遣
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

医
師
が
必
要
と
す
る
器
材
は
、
す
べ
て
消
防
局
で

揃
え
ま
し
た
。
安
全
管
理
に
関
す
る
も
の
も
こ
ち
ら

で
用
意
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
器
材
は
病
院
に
置
く

の
で
は
な
く
、
消
防
署
で
管
理
す
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
市
内
の
三
つ
の
消
防
署
そ
れ
ぞ
れ
に
応
急
医

療
器
材
セ
ッ
ト
と
安
全
管
理
用
器
材
セ
ッ
ト
を
置
い

て
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
薬
品
に
関
し
て
は
法
律
面
で
の
制
約
が
あ

り
ま
す
の
で
、
病
院
側
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
そ
の

か
わ
り
、
薬
を
現
場
へ
持
っ
て
い
く
た
め
の
ケ

1
ス

は
こ
ち
ら
で
用
意
し
、
そ
の
な
か
に
薬
を
入
れ
て
き

て
も
ら
い
ま
す
。

争
医
師
の
派
遣
が
考
え
ら
れ
る
事
案
と
は
?

救
出
に
時
間
が
か
か
る
場
合
で
す
ね
。
あ
と
患
者

の
様
態
を
診
て
、
救
出
の
最
中
に
様
態
が
変
化
し
そ

う
だ
と
か
、
救
出
を
し
た
あ
と
に
、
急
激
に
変
化
す

る
よ
う
な
状
態
。
例
え
ば
、
ク
ラ
ッ
シ
ュ
シ
ン
ド
ロ

ー
ム
な
ど
で
す
。
ま
た
、
怪
我
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、

注
射
や
気
管
内
挿
管
が
必
要
で
あ
っ
た
り
、
医
師
で

な
け
れ
ば
で
き
な
い
処
置
が
必
要
な
場
合
。
あ
る
い

は
胸
腔
ド
レ
ナ

l
ジ
の
場
合
で
す
ね
。
そ
れ
と
救
急

救
命
士
の
限
界
と
い
う
の
も
あ
る
わ
け
で
、
必
要
な

処
置
、
だ
と
思
っ
て
も
、
医
師
の
指
示
が
な
け
れ
ば
で

き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
医
師
を
派
遣
す
る

こ
と
で
、
傷
病
者
に
と
っ
て
も
効
果
的
な
治
療
が
で

き
る
わ
け
で
す
。

av
現
場
に
行
く
医
師
の
特
定
は
?

横
須
賀
共
済
病
院
と
、
八
月
か
ら
は
横
須
賀
市
民

病
院
に
も
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
特
定
行
為
の
指
示

が
で
き
る
指
導
医
に
つ
い
て
も
、
両
病
院
に
お
願
い

し
て
い
ま
す
が
、
現
場
に
出
る
と
外
傷
の
事
案
が
多

い
も
の
で
す
か
ら
、
派
遣
し
て
も
ら
う
医
師
は
、
外

科
系
の
医
師
を
中
心
に
院
内
で
選
考
し
て
も
ら
っ
て

い
ま
す
。

av
今
後
の
課
題
は
?

器
材
を
揃
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
と

事
例
か
ら
学
ん
だ
こ
と
で
は
、
医
師
の
安
全
管
理
を

徹
底
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
安

全
管
理
用
器
材
は
用
意
し
て
い
ま
す
が
、
現
在
は
、

い
わ
ゆ
る
損
害
賠
償
請
求
に
対
し
て
補
償
す
る
保
険

と
、
医
師
が
け
が
を
さ
れ
た
と
き
の
補
償
と
い
う
こ

と
で
、
任
意
保
険
に
加
入
し
て
い
ま
す
。

今
後
も
さ
ら
に
体
制
を
整
え
、
関
係
機
関
と
連
携

を
と
り
な
が
ら
よ
り
よ
い
方
向
に
進
ん
で
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
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レ
ス
に
よ
る

ス
反
誌
の
理
解

瞳
基
礎
涯
学
講
塵

P
T
S
O
及
び
穆
事
ス

心
的
外
傷
後
ス
ト

心
的
外
傷

(
ト
ラ
ウ
マ
)
体
験
に
よ
る

ス
ト
レ
ス
症
状
理
解
の
重
要
性

自
然
災
害
、
事
件
・
事
故
な
ど
の
人
為
災
害
、
犯
罪
被

害
、
残
虐
行
為
、
テ
ロ
、
戦
闘
な
ど
の
出
来
事
は
、
被
害

者
・
被
災
者
に
精
神
的
ス
ト
レ
ス
を
も
た
ら
す
。
心
的
外

傷
(
ト
ラ
ウ
マ
)
体
験
と
は
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
の
中
で
、

生
命
の
危
険
、
そ
れ
に
伴
、
っ
受
傷
、
あ
る
い
は
犠
牲
者
の

凄
惨
な
場
面
の
目
撃
に
よ
る
、
恐
怖
、
無
力
感
や
戦
傑
を

伴
っ
た
強
い
精
神
的
衝
撃
体
験
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
体
験
は
後
述
の
よ
う
な
特
徴
的
ス
ト
レ
ス
反
応
を

生
み
出
す
。

心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
反
応
は
一
般
市
民
の
被
害
者
・

被
災
者
だ
け
に
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
本
年
九
月
の
米

国
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
消
防
士
と

警
察
官
に
大
き
な
悲
劇
を
も
た
ら
し
た
。
当
然
な
が
ら
こ

の
よ
う
な
大
惨
事
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
は
、
消
紡
・
救
急
隊

員
に
も
深
刻
な
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
反
応
を
生
じ
う

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
ス
ト
レ
ス
反
応
の
特
徴

や
対
処
法
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
、
救
急
業
務
辻
だ
け

で
な
く
、
隊
員
自
ら
の
精
神
衛
生
上
も
重
要
で
あ
る
。

2 

心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
反
応
の
症
状

睡
眠
障
害
二
寝
付
け
な
い
。
熟
睡
で
き
な
い
。
夜
中
や
明

け
方
に
目
が
覚
め
る
。

フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
と
悪
夢
一
出
来
事
の
不
快
で
苦
痛
な

記
憶
が
突
然
蘇
る
。
ま
た
、
出
来
事
に
関
し
て
恐
怖
や

表 1 阪神・淡路大震災 3か丹後の激震地 9市
1地域所属の消防職員 (2，800名)に見ら

れた心的外傷後ストレス症状

塁審i
東京都精神医学総合研究所

ストレス聾害研究部門

参事研究員

飛鳥井望

不
安
に
彩
ら
れ
た
夢
に
う
な
さ
れ
て
途
中
で
目
が
覚
め

る。

身
体
生
理
的
変
化
一
体
が
緊
張
し
て
い
る
。
食
物
の
味
が

し
な
い
。
口
や
の
ど
が
乾
く
。
出
来
事
を
思
い
出
し
た

り
ち
ょ
っ
と
し
た
刺
激
で
、
動
俸
が
し
た
り
、
冷
汗
が

出
た
り
、
手
足
が
震
え
る
。

過
敏
反
応
一
不
意
の
刺
激
や
物
音
な
ど
に
ひ
ど
く

H

ぴ
く

っ
d

と
す
る
。

過
剰
な
馨
一
間
一
戒
心
一
自
分
で
も
神
経
質
と
思
え
る
ほ
ど
、
必

要
以
上
に
周
囲
を
警
戒
し
て
し
ま
う
。

回
避
二
気
持
ち
が
こ
み
上
げ
て
く
る
の
を
抑
え
る
た
め

に
、
出
来
事
の
こ
と
は
で
き
る
だ
け
考
え
た
り
話
し
た

り
し
な
い
よ
う
に
努
め
て
い
る
。
あ
る
い
は
思
い
出
さ

せ
る
場
所
や
事
物
に
近
づ
け
な
い
。

悲
し
み
一
犠
牲
者
の
こ
と
を
思
う
と
、

胸
が
つ
ま
り
何
も

症状内容 顔度

過敏反応 73.4% 

光景や感覚がぶり返す 52.1% 

不 日民 41.2% 

いらいら・集中困難 40.4% 

記d臆が陵味 27.7% 

思い出すと混乱する 20.5% 

話題を避ける 14.4% 

悪夢を見る 13.8% 

場所や事柄を避ける 12.6% 

非常事態ストレスと災害救援者の健康状態に関

する調査研究報告書(兵庫県精神保健協会ここ

ろのケアセンター、 1999) より引用

手
に
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ひ
と
り
に
な
る
と
涙

が
出
て
き
て
止
ま
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

精
神
麻
津
一
こ
れ
ま
で
楽
し
め
て
い
た
趣
味
や
人
づ
き
あ

い
に
興
味
や
関
心
が
わ
か
な
い
。

集
中
困
難
と
い
ら
い
ら
感
一
落
ち
着
い
て
ひ
と
つ
の
こ
と

に
集
中
で
き
な
い
。
い
ら
い
ら
し
て
い
る
感
じ
で
怒
り

っ
ぽ
い
。

以
上
の
よ
う
な
特
徴
的
な
ス
ト
レ
ス
症
状
の
う
ち
、
①

再
体
験
症
状
(
ブ
ラ
シ
ュ
バ
ッ
ク
や
悪
夢
な
ど
て
②
回

避
・
精
神
麻
痔
症
状
、
③
覚
醒
昂
進
症
状
(
睡
眠
障
害
、

い
ら
い
ら
感
、
集
中
困
難
、
過
敏
反
応
な
ど
)
の
三
つ
の

症
状
が
そ
ろ
っ
て
一
か
月
以
上
持
続
し
、
主
観
的
苦
痛
や

生
活
機
能
・
社
会
機
能
に
支
障
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
、

P
T
S
D
(
忠
旦
l
可
m

呂
田
主
の
日
5
窓
口
日
8
互
角
一
外

傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
)
と
診
断
さ
れ
る
。

筆
者
は
、
兵
庫
県
精
神
保
健
協
会
よ
り
委
託
さ
れ
、
阪

神
・
淡
路
大
震
災
時
に
活
動
し
た
兵
庫
県
消
防
職
員
の
震

災
後
二
年
間
の
追
跡
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
震
災

三
か
月
後
の
時
点
で
、
こ
と
に
激
震
地
九
市
及
び
淡
路
広

域
に
所
属
し
た
消
防
職
員
に
表
ー
の
よ
う
な
心
的
外
傷
後

ス
ト
レ
ス
症
状
を
認
め
た
。
ま
た
、
震
災
二
年
後
の
調
査

に
お
い
て
、
惨
事
ス
ト
レ
ス
へ
の
曝
露
程
度
の
高
か
っ
た

隊
員
の
一
二
・
三
%
に

P
T
S
D
症
状
を
認
め
た
が
、
こ

れ
は
曝
露
程
度
の
低
か
っ
完
隊
員
の
八
・
一
一
一
%
に
比
べ
て

有
意
に
高
い
割
合
で
あ
っ
た
。

問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な

P
T
S
D
症
状
は
単

な
る
ス
ト
レ
ス
反
応
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
抑
う
つ
感

や
仕
事
へ
の
意
欲
低
下
と
し
て
消
防
・
救
急
隊
員
の
日
常

業
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

救京放命第7号 14

3 

惨
事
ス
ト
レ
ス
の
要
因

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
経
験
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
な

悲
惨
な
状
況
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が
惨
事
ス
ト
レ

ス
の
直
接
の
原
因
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く

い
く
つ
か
の
条
件
が
加
わ
る
と
惨
事
ス
ト
レ
ス
は
よ
り
強

ま
る
。
ま
ず
、
犠
牲
者
の
不
幸
に
自
分
自
身
を
重
ね
合
わ



せ
て
し
ま
う
よ
う
な
出
来
事
、
た
と
え
ば
肉
親
や
知
人
が

犠
牲
に
な
っ
た
場
合
や
、
自
分
の
子
供
と
同
じ
年
格
好
の

子
供
の
遺
体
を
扱
う
、
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、

十
分
な
役
割
が
果
た
せ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
自
分
の
取

っ
た
行
動
が
適
切
で
は
な
か
っ
た
と
自
責
の
念
を
感
じ
て

い
る
場
合
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
僚
か
ら
殉
職
者
が
出
た
場

合
に
は
、
生
き
残
っ
た
者
は
殉
職
者
に
対
し
て
し
ば
し
ば

申
し
訳
な
い
と
い
う
気
持
ち
を
抱
く
。

4 

惨
事
ス
ト
レ
ス
へ
の
対
処

消
防
・
救
急
隊
員
の
惨
事
ス
ト
レ
ス
へ
の
対
処
に
つ
い

て
は
、
筆
者
は
以
下
の
原
則
が
前
提
と
し
て
重
要
と
考
え

る。ω
治
療
で
は
な
く
健
康
増
進
の
考
え
方
を
中
心
と
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ト
レ
ス
症
状
に
だ
け
焦
点
を
あ

て
る
の
で
は
な
く
、
本
来
個
人
に
備
わ
っ
て
い
る
健
康

機
能
を
活
用
す
る
こ
と
で
の
ス
ト
レ
ス
回
復
に
重
点
を

置
く
。

ω
惨
事
ス
ト
レ
ス
に
は
悪
い
面
ば
か
り
で
な
く
、
プ
ラ

ス
の
面
も
あ
る
こ
と
を
知
る
。
苛
酷
な
体
験
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
よ
う
な
体
験
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
で
、
市

民
生
活
を
守
る
職
業
人
と
し
て
の
、
経
験
に
裏
打
ち
さ

れ
た
誇
り
と
自
信
や
充
実
感
が
生
ま
れ
る
。

同
ス
ト
レ
ス
や
閏
復
の
あ
り
方
は
個
別
的
で
あ
る
こ
と

を
理
解
す
る
。
同
じ
現
場
で
活
動
し
て
も
、
必
ず
し
も

個
々
の
隊
員
の
体
験
内
容
は
同
じ
で
は
な
い
。
ま
た
、

業
務
上
の
立
場
、
個
性
や
家
族
環
境
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
杓
子
定
規
な
対
処
は
そ
ぐ
わ
な
い
。

制
ス
ト
レ
ス
対
処
を
強
い
る
こ
と
が
新
た
な
庁
ス
ト
レ

ス
d

と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

以
上
の
原
則
に
沿
っ
て
、
惨
事
ス
ト
レ
ス
へ
の
対
処
の

た
め
の
六
か
条
を
表
2
に
示
し
た
。

5 

デ
ブ
リ
l
フ
ィ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
功
罪

惨
事
ス
ト
レ
ス
に
曝
さ
れ
た
隊
員
へ
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
対
策
と
し
て
、
近
年
各
国
で
最
も
注
目
を
集
め
た
の
は

デ
ブ
リ
l
フ
ィ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
わ
が
国
に

も
そ
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
技
法
は
、
出
来

事
後
間
も
な
い
時
期
に
行
わ
れ
る
、
同
じ
活
動
に
従
事
し

た
隊
員
同
士
で
の
グ
ル
ー
プ
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
あ
る
。

フ
ァ
シ
リ
テ
i
タ
l
と
呼
ば
れ
る
訓
練
さ
れ
た
進
行
役
の

も
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
体
験
し
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
や

気
持
ち
を
表
出
し
な
が
ら
語
り
合
う
こ
と
で
、
ス
ト
レ
ス

緩
和
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
デ
ブ
リ
i
フ
イ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
め
ぐ
っ
て
は
、
最
近
の
多
く
の
調
査
研
究
の
結
果
か

ら
、
海
外
で
は
そ
の
効
果
に
疑
問
が
も
た
れ
て
い
る
。
ス

ト
レ
ス
反
応
を
強
く
感
じ
て
い
る
隊
員
は
、
グ
ル
ー
プ
・

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
中
で
体
験
や
感
情
を
語
る
こ
と
は
む
し

ろ
苦
痛
と
な
り
、
か
え
っ
て
ス
ト
レ
ス
症
状
を
強
め
る
結

果
と
な
る
危
険
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
段
階
で
は
、
少

惨事ストレスへの対処

惨事ストレスへの対処の6か条

① 「異常な事態に対する正常な反応jとしてストレス反応を理解

し、余裕を持って受け止める。

表 2

ストレス反応それ自体よりも、「精神的におかしい、弱い」と思い悩むこと

で、自信を喪失したり周囲の目を気にしたりすることの弊害の方が大きい。

家庭や職場における日常のペースを取り戻す。② 

日常の生活リズムをなるべく保ち、本来の健康機能を損なわないようにする。

気分のリフレッシュをはかる。③ 

趣味やスポ}ツなどで気分をリフレッシュする。過度の飲酒、ギャンブルな

どのうさ晴らしゃ、じっと耐えているだけでは回復しない。

見守ってくれる家族や向僚・友人との鮮を大事にする。

親しい人との交流を避けない。精神的に引きこもらない。

④ 

わかってくれそうな相手に体験したことを話す。⑤ 

な
く
と
も
デ
ブ
リ
l
フ
ィ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
義
務
づ

け
は
や
め
る
べ
き
で
あ
る
。

惨
事
ス
ト
レ
ス
に
曝
さ
れ
る
危
険
の
あ
る
消
防
・
救
急

隊
員
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
修
の
機
会
を
通
じ
て
、
あ
ら

か
じ
め
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
反
応
と
そ
の
対
処
に
関
す

る
啓
発
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
苛
酷
な
体
験
に
よ
る

ス
ト
レ
ス
症
状
や
自
分
の
取
っ
た
行
動
へ
の
自
責
の
念
が

強
く
続
く
場
合
に
は
、
専
門
家
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

守
ら
れ
た
形
で
の
個
別
の
相
談
や
助
言
及
び
ケ
ア
に
つ
な

げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
体
制
の
整
備
が
望
ま
し
い
。

〈
文
献
〉

ω
ラ
フ
ァ
エ
ル
・

B
(石
丸
正
訳
)

と
き
』
み
す
ず
書
房
一
九
八
八

例

ガ

l
ソ
ン
ズ
・

B
他
(
飛
鳥
井
望
訳
)
一
「
災
害
救

助
業
務
に
関
連
し
た
心
的
外
傷
へ
の
治
療
的

介
入
(
警
察
官
お
よ
び
消
防
士
な
ど
)
」

中
根
允
文
、
飛
鳥
井
望
編
『
臨
床
精
神
医

学
講
座
特
別
巻
六
、
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害

(
P
T
S
D
)
』

中

山

書

庄

二

九

六

j
三

O
八

頁

二

0
0
0

同
加
藤
寛
一
「
災
害
救
援
者
」
金
吉
晴
編

「
心
的
ト
ラ
ウ
マ
の
理
解
と
ケ
ア
』
じ
ほ

う

九

五

j

一
O
五

頁

二

O
O
一

同
飛
鳥
井
望
一
「
P
T
S
D
と
は
何
か
」

加
藤
進
昌
、
樋
口
輝
彦
編
「
心
が
傷
つ
く

と
き
』
日
本
評
論
社
三
j

一
七
頁
二

0
0
一

同
兵
庫
県
精
神
保
健
協
会
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
セ

ン
タ
l

一
『
非
常
事
態
ス
ト
レ
ス
と
災
害
救

援
者
の
健
康
状
態
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告

書
|
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
兵
庫
県
下
の
消

防
職
員
に
及
ぼ
し
た
影
響
』
一
九
九
九

同
飛
鳥
井
望
一
「
P
T
S
D
の
診
断
と
治
療

お
よ
ぴ
早
期
介
入
の
有
効
性
」
『
臨
床
精
神

医
学
二
九
』
三
五
j
四
O
頁

二

0
0
0

体験したことや気持ちを話すことで心の緊張がほぐれ心身とも軽くなれる。

ストレス症状が強かったり、長引く場合は専門家に相談する。⑤ 

このような場合は専門家によるカウンセリングや薬物療法が有効で、ある。

「
災
害
が
襲
、
っ

15 



痛院襲

秀樹今JIr救急救命東京研修所研修部研修課主査

救
急
救
命
東
京
研
修
所
で
は
、
全
国
一
三
三
医
療

機
関
の
協
力
に
よ
り
毎
期
三

O
O
名
の
研
修
生
が
八

0
時
間
の
病
院
実
習
を
行
っ
て
い
ま
す
。
研
修
生
の

ほ
と
ん
ど
は
事
実
上
初
め
て
の
病
院
実
習
で
あ
り
な

が
ら
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
救
急
救
命
士
と
し
て

の
意
識
、
知
識
及
び
技
術
を
高
め
る
重
要
な
実
習
で

あ
り
、
実
際
の
戻
一
療
現
場
で
、
見
て
、
聴
い
て
、
触

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
な
こ
と
に
気
付
き
、
こ
れ

か
ら
救
急
救
命
士
と
し
て
救
急
活
動
を
す
る
上
で
貴

重
な
体
験
と
な
っ
て
い
ま
す
。

研
修
生
が
病
院
実
習
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ

た
か
、
第
二

O
期
研
修
生
の
感
想
文
か
ら
ほ
ん
の
一

部
で
す
が
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

争
草
加
市
消
防
本
部

萩

放意救命第ア号 16

沢

幸

夫

一
遊
間
と
い
う
短
期
間
の
病
院
実
習
で
、
果
た
し

て
ど
れ
く
ら
い
の
こ
と
が
習
得
で
き
る
か
不
安
で
し

た。
搬
送
さ
れ
て
く
る
患
者
に
対
し
て
、
初
め
は
何
を

し
て
よ
い
か
わ
か
ら
ず
、
医
師
、
看
護
婦
の
処
置
を

見
学
し
て
い
る
だ
け
で
し
た
。
し
か
し
、
搬
入
患
者

が
多
く
、
そ
の
分
、
初
療
室
の
流
れ
が
早
く
理
解
で

き
、
今
で
は
自
分
の
な
す
べ
き
こ
と
に
積
極
的
に
動

け
る
よ
う
に
な
っ
た
気
が
し
ま
す
。

何
よ
り
感
じ
た
こ
と
は
、
傷
病
者

に
最
初
に
接
す
る
救
急
隊
の
情
報
が

い
か
に
大
切
で
あ
る
か
、
ま
た
プ
レ

ホ
ス
ピ
タ
ル
・
ケ
ア
が
い
か
に
重
要

で
あ
る
か
を
痛
感
し
ま
し
た
。
救
急

隊
か
ら
患
者
を
引
き
継
い
だ
後
の

I

C
U
で
の
ケ
ア
の
大
変
さ
を
目
の
あ

た
り
に
し
て
、
救
命
セ
ン
タ
ー
の
ほ

ん
の
一
部
だ
と
は
思
い
ま
す
が
理
解

で
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

最
後
に
お
忙
し
い
中
、
親
切
に
指

導
し
て
い
た
だ
い
た
セ
ン
タ
ー
長
を

は
じ
め
、
ス
タ
ッ
フ
の
皆
様
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
自
分
に
と
っ

て
た
い
へ
ん
有
意
義
な
実
習
で
し

た。

富山lEft9E}¥JC、fCARE園田園園田園田園園田



争
渋
川
地
区
広
域
市
町
村
圏
振
興
整
備
組
合
消
防
本
部

弘

今
回
の
実
習
で
は
、
救
急
処
置
か
ら
医
療
処
置
へ

の
引
継
ぎ
を
理
解
す
る
上
で
と
て
も
よ
い
経
験
に
な

り
、
セ
ン
タ
ー
長
の
い
う
「
ト
リ
ア

1
ジ
の
大
切
さ
」

に
つ
い
て
強
く
感
じ
ま
し
た
。

救
急
活
動
の
目
的
は
救
命
を
主
眼
と
し
て
い
ま

す
。
傷
病
者
の
観
察
、
救
急
処
置
を
施
し
な
が
ら
、

そ
の
症
状
に
最
も
適
応
し
た
医
療
機
関
に
速
や
か
に

搬
送
す
る
、
ま
さ
に
「
ト
リ
ア

l
ジ
」
で
す
。

予
後
に
関
係
す
る
た
め
、
救

急
隊
(
救
命
士
)
と
し
て
さ
ら

な
る
学
習
に
心
掛
け
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

知
識
や
技
術
だ
け
で
な
く
医

療
人
と
し
て
の
「
優
し
さ
」
も

身
に
付
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
一
日
に
数
多
く
の
患
者
を

診
る
に
も
事
務
的
で
な
く
、
思

い
や
り
の
心
で
接
し
て
い
る
病

院
ス
タ
ッ
フ
の
姿
に
私
も
見
習

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ

た
ほ
ど
で
す
。

有
意
義
な
時
間
を
与
え
て
い

た
だ
い
た
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
の

皆
様
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

岸

幸

争
南
十
勝
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部

1=1 
I可

杉

征

幹

私
は
、
今
ま
で
患
者
さ
ん
を
病
院
へ
搬
送
し
た
後

は
、
ど
の
よ
う
に
検
査
し
そ
れ
に
対
し
て
ど
ん
な
処

置
が
な
さ
れ
て
い
る
か
考
え
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
今
回
の
実
習
で
実
際
に
患
者
さ
ん
の
搬
入

か
ら
検
査
を
し
な
が
ら
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
を
判

断
し
処
置
し
て
い
く
過
程
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
救
急
現
場
で
も
同
じ
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
私
た
ち
が
現
場
で
患
者
さ
ん
が
今
ど
の
よ
う
な

状
態
に
あ
る
の
か
、
何
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
。ま

た
、

I
C
U
で
の
看
護
婦
さ
ん
の
や
さ
し
い
一

言
、
処
置
を
す
る
と
き
の
声
か
け
な
ど
は
、
今
後
の

現
場
活
動
で
一
番
重
要
な
こ
と
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

私
た
ち
は
も
っ
と
現
場
で
患
者
さ
ん
に
声
を
か

け
、
安
心
さ
せ
る
と
い
う
部
分
で
は
少
々
欠
け
て
い

た
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
実
習
で
は
、
今
後
の
現
場
活
動
に
生
か
し

て
い
く
自
信
を
得
た
研
修
に
な
り
ま
し
た
。

17 

す
べ
て
の
感
想
文
を
紹
介
で
き
な
い
の
は
残
念
で
す

が
、
個
々
の
研
修
生
が
本
研
修
を
通
じ
て
新
た
な
意
識
が

芽
生
え
、
今
後
の
業
務
遂
行
に
大
い
に
役
立
つ
も
の
と
確

信
し
た
次
第
で
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
病
院
実
習
に
ご
協
力
い
た
だ
き

ま
し
た
各
医
療
機
関
の
方
々
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
ブ
レ
ホ
ス
ピ
タ
ル
・
ケ
ア
の
充

実
に
向
け
御
指
導
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。



盟
連
載
読
み
鞠

4あ

第
?
回

で議

「
だ
だ
い
ま
、

ホ
ス
ピ
ス
」

平
成
十
年
八
月
二
十
九
日
の
朝
日
新
聞
の
「
ひ
と

と
き
」
欄
に
、
東
京
都
武
蔵
野
市
の
河
辺
貴
子
さ
ん

の
「
た
だ
い
ま
、
ホ
ス
ピ
ス
」
と
題
さ
れ
た
文
章
が

載
っ
た
。

河
辺
さ
ん
が
仕
事
か
ら
戻
り
、
留
守
番
電
話
を
聞

く
と
、
「
今
夜
七
時
か
ら
納
涼
大
会
が
あ
る
か
ら
ビ

ー
ル
を
飲
み
に
き
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
誘
い
。
声
の

主
は
そ
の
三
月
に
亡
く
な
っ
た
夫
が
最
後
の
七
十
日

間
を
過
ご
し
た
ホ
ス
ピ
ス
の
看
護
婦
さ
ん
。

ふ
つ
う
な
ら
身
内
が
最
後
を
迎
え
た
病
院
な
ど
に

は
二
度
と
足
を
向
け
た
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
河
辺
さ

ん
は
違
、
っ
。

河
辺
さ
ん
は
看
護
婦
さ
ん
の
声
を
聞
く
と
さ
っ
そ

く
家
を
飛
び
出
し
、
タ
ク
シ
ー
で
ホ
ス
ピ
ス
に
か
け

つ
け
る
。
そ
こ
で
世
話
に
な
っ
た
医
師
や
看
護
婦
さ

ん
と
ピ

l
ル
を
飲
ん
で
い
る
と
、
彼
女
の
「
肩
が
ス

ー
ツ
と
軽
く
な
っ
て
い
く
の
を
実
感
」
す
る
。

そ
し
て
、
「
こ
ん
な
安
ら
げ
る
場
、
す
て
き
な
先

生
方
、
看
護
婦
さ
ん
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
に
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の視点か5病気-医療を追

究。主な著書に、『病気の社

会史j(N H Kプ、ツクス)r歴
史紀行・死の風景j(覇日新
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(筑摩書房)など。

出
会
わ
せ
て
く
れ
た
夫
に
心
か
ら
あ
り
が
と
う
を
言

い
た
い
」
と
し
み
じ
み
思
う
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
河
辺
さ
ん
に
と
っ
て
ホ
ス
ピ
ス
は
「
安
ら

げ
る
場
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
長
い
闘
病
生
活
の
中
で
、
夫
は
こ
こ
で
初
め
て
、

医
療
に
携
わ
る
方
た
ち
と
信
頼
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が

で
き
、
が
ん
の
痛
み
か
ら
解
放
さ
れ
、
つ
か
の
間
で

は
あ
っ
た
が
、
平
安
の
日
々
を
送
れ
、
そ
れ
が
夫
に

は
も
ち
ろ
ん
、
何
も
力
に
な
れ
な
か
っ
た
私
に
と
っ

て
も
、
い
ま
大
き
な
救
い
と
な
っ
て
い
る
」
か
ら
な

の
で
あ
る
。

河
辺
さ
ん
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。
「
ホ
ス
ピ
ス
と

は
決
し
て
死
を
迎
え
る
た
め
の
〈
最
期
の
場
〉
で
は

な
い
。
大
切
な
人
と
の
大
切
な
日
々
が
守
ら
れ
る
場

で
あ
り
、
そ
し
て
、
残
さ
れ
た
者
に
と
っ
て
は
〈
再

生
の
場
〉
で
も
あ
る
の
だ
。
」

Z
0同
♀

0
一コ
m
σ
C同
ぴ

O

一コ
m

終
末
期
医
療
(
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
)
と
い
う
と
、

河
辺
さ
ん
の
文
章
に
出
て
く
る
ホ
ス
ピ
ス
を
思
い
出

す
が
、
最
近
は
一
般
の
病
院
の
一
画
に
、
宗
教
色
の

な
い
「
緩
和
ケ
ア
病
棟
」
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
末
期
が
ん
な
ど
の
痛
み
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

な
が
ら
残
さ
れ
た
時
間
を
家
族
と
と
も
に
可
能
な
か

ぎ
り
安
ら
か
に
過
ご
す
施
設
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
千
葉
県
柏
市
に
あ
る
国
立
が
ん
セ
ン

タ
ー
東
病
院
の
「
緩
和
ケ
ア
病
棟
」
も
そ
の
一
つ
。



豪
壮
な
本
館
の
建
物
か
ら
離
れ
た
敷
地
の
一
画
に

花
壇
に
固
ま
れ
た
清
楚
な
外
観
の
一
階
建
て
。
そ
し

て
病
室
に
は
心
電
図
の
モ
ニ
タ
ー
も
人
工
呼
吸
器
も

置
い
て
な
い
!
だ
か
ら
、
こ
こ
は
病
院
か
し
ら
、

と
錯
覚
に
と
ら
わ
れ
る
。
廊
下
を
行
き
来
す
る
人
の

気
配
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
シ
ー
ン
と
し
た
静
か
な
時

聞
が
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
て
い
る
。

病
院
で
作
っ
た
「
緩
和
ケ
ア
病
棟
見
学
資
料
」
に

は
、
緩
和
ケ
ア
の
目
標
に
つ
い
て
、

W
H
O
(世
界

保
健
機
関
)
の
提
言
を
引
用
し
て
、
最
初
に
「
生
き

る
こ
と
を
尊
重
し
、
誰
に
も
例
外
な
く
訪
れ
る
こ
と

と
し
て
、
死
に
行
く
過
程
に
も
敬
意
を
は
ら
う
」
と

述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
死
は
医
療
の
敗
北
と
考
え
、
人
の
死
に

医
療
は
限
を
ふ
さ
い
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は

「
死
に
行
く
過
程
に
も
敬
意
を
は
ら
う
」
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
死
を
早
め
る
こ
と
に
も
死
を
遅
ら
せ

る
こ
と
に
も
手
を
貸
さ
な
い
で
、
痛
み
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
と
同
時
に
、
心
理
面
の
ケ
ア
や
霊
的
(
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
)
な
面
の
ケ
ア
も
行
い
、
積
極
的
に
生
き

て
い
け
る
よ
う
支
援
し
、
家
族
の
苦
難
へ
の
対
処
に

も
支
援
す
る
」
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
て
い
る
。

で
は
、
医
療
と
し
て
、
死
を
敬
い
、
霊
的
な
ケ
ア

を
行
い
、
積
極
的
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
支
援
す
る

と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

長
年
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
か
か
わ
っ
て
き
た
病
棟

婦
長
の
丸
口
ミ
サ
エ
さ
ん
に
よ
る
と
、
「
こ
こ
で
は

な
に
よ
り
患
者
さ
ん
と
家
族
の
意
向
を
尊
重
し
て
、

私
た
ち
の
や
り
方
を
お
し
つ
け
る
こ
と
を
し
ま
せ

ん
。
こ
う
し
た
ら
い
い
と
思
う
こ
と
も
控
え
、
本
人

と
家
族
の
納
得
の
う
ち
で
す
べ
て
が
行
わ
れ
る
の
で

す。」今
日
で
は
、
が
ん
の
痛
み
は
か
な
り
コ
ン
ト
ロ

l

ル
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
身
体
的
痛
み

や
心
理
的
不
安
な
ど
も
な
い
患
者
た
ち
が
最
後
に
無

言
で
訴
え
る
の
は
「
霊
的
な
痛
み
(
魂
の
痛
み
)
」

と
い
う
。
そ
れ
は
自
分
が
生
き
て
き
た
こ
と
は
な
ん

だ
っ
た
の
か
?
と
い
う
死
を
前
に
し
た
人
が
抱
く

自
己
の
存
在
へ
の
根
源
的
な
聞
い
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
ば
に
な
ら
な
い
訴
え
を
も
っ
患
者

に
は
、
「
た
だ
黙
っ
て
そ
ば
に
い
て
あ
げ
る
だ
け
で

す
。
そ
し
て
ひ
た
す
ら
話
を
聞
い
て
あ
げ
る
こ
と
で

す
」
と
丸
口
さ
ん
は
語
る
。

何
も
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
終
わ
っ

た
の
で
は
な
い
。
魂
の
痛
み
を
共
有
し
、
そ
の
死
に

寄
り
添
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「Z
2
色
。
宮
明

σ巳
宮
山
口
問
(
何
も
し
な
い
で
、
い

る
こ
と
ご
と
イ
ギ
リ
ス
の
ホ
ス
ピ
ス
創
始
者
は
言

っ
た
と
い
う
。

「
何
も
し
な
い
」
と
い
う
の
は
過
剰
な
医
療
を
し

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
医
療
と
し
て
は
何
も
し

な
く
て
も
人
間
と
し
て
何
か
を
す
る
こ
と
は
で
き

る
。
そ
こ
に
い
て
見
つ
め
、
う
な
ず
き
、
撫
で
さ
す

る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
う
し
た
無
垢
の
行
為
こ
そ
、

河
辺
さ
ん
の
言
う
よ
う
に
、
「
最
期
の
場
」
が
死
に

ゆ
く
者
に
と
っ
て
も
残
さ
れ
た
者
に
と
っ
て
も
「
再

生
の
場
」
に
な
る
の
で
あ
る
。

国立がんセンター東病院「緩和ケア病棟Jの病室(上)とサンルーム(下)
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救急救命士をめざす人たちへ
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一一寸

L一一

救
急
救
命
士
は
社
会
か
ら
プ
レ
ホ
ス
ピ
タ
ル
・
ケ

ア
の
充
実
と
い
う
非
常
に
大
き
な
期
待
を
担
っ
て
活

動
を
始
め
、
そ
し
て
十
年
が
過
ぎ
去
り
ま
し
た
。
現

在
、
救
急
救
命
士
は
一
般
社
会
の
人
々
、
医
療
人
(
医

師
、
看
護
婦
(
士
)
、
薬
剤
師
、
救
急
救
命
士
?
)

か
ら
本
当
に
認
知
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
?

救
急
救
命
士
が
活
動
を
始
め
て
十
年
過
ぎ
去
っ
た
今

で
も
医
療
の
始
ま
り
は
、
傷
病
者
が
病
院
に
た
ど
り

着
い
て
か
ら
始
ま
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
医

療
人
(
特
に
医
師
?
)
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
ま
た
一
般
の
人
々
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
多
く
、

い
や
大
多
数
の
人
た
ち
が
、
や
は
り
医
療
の
開
始
は

病
院
に
着
い
た
時
点
で
始
ま
る
と
認
識
し
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
認
識
を
放
置
し
て
お

い
て
良
い
の
で
し
ょ
う
か
?
良
い
わ
け
は
あ
り
ま

せ
ん
。
救
急
救
命
士
が
現
場
に
到
着
し

F

患
者
さ
ん

を
観
察
し
酸
素
を
投
与
し
た
H

と
し
ま
す
。
こ
れ
は

立
派
な
医
療
行
為
の
始
ま
り
で
す
。
救
急
救
命
士
が

日
ご
ろ
行
っ
て
い
る
医
療
行
為
を
社
会
、
医
療
人
、

医
療
機
関
に
認
識
、
認
知
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

今
ま
で
の
十
年
間
は
救
急
救
命
士
を
ま
ず
日
本
全

国
に
増
や
す
こ
と
が
大
事
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

(
質
よ
り
量
?
)
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
十
年
は
社

会
及
び
医
療
人
か
ら
し
っ
か
り
と
認
知
さ
れ
、
受
け

入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
(
質
の
向
上
)
。
で
は
今
後
、
我
々
は
ど
の
よ

う
に
す
れ
ば
社
会
か
ら
認
知
さ
れ
、
受
け
入
れ
て
も

ら
え
る
の
で
し
ょ
う
。

第
一
に
、
養
成
施
設
で
の
個
人
の
意
識
向
上
が
必

要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
当
初
、
救
急
救
命
士
を

目
指
し
た
人
た
ち
は
一
抹
の
不
安
を
抱
き
な
が
ら
も

人
命
の
尊
さ
、
救
急
に
対
す
る
情
熱
、
救
急
救
命
士

と
い
う
新
し
い
職
種
の
未
来
へ
希
望
を
持
っ
て
研
修

養
成
機
関
に
入
所
し
研
修
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
え

ま
す
。
し
か
し
、
十
年
た
っ
た
今
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
も
し
か
す
る
と
私
の
勘
違
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
、
い
や
勘
違
い
で
あ
っ
て
欲
し
い
の
で
す
が
、
組

織
の
業
務
命
令
、
ま
た
、
救
急
隊
員
だ
か
ら
一
応
救

命
士
養
成
所
に
、
上
司
に
勧
め
ら
れ
た
か
ら
な
ん
と

コ=ご
同

救急救命九州研修所教授

文一岡本な
く
入
所
し
た
人
た
ち
が
多
い
よ
う
な
気
が
し
て
な

り
ま
せ
ん
。
養
成
施
設
と
し
て
は

E
L
S
T
A
九
州

並
び
に
東
京
、
地
方
自
治
体
の
養
成
機
関
が
あ
り
ま

す
。
他
の
教
育
機
関
と
し
て
専
門
学
校
、
ま
た
、
近

救急救命第7号 20



年
私
立
大
学
に
も
救
急
救
命
士
を
目
指
す
講
座
が
新

設
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
者
の
人
た
ち
は
自
分
た
ち
の

意
志
で
進
学
し
、
学
費
を
払
い
自
分
た
ち
の
目
指
し

て
い
る
救
急
救
命
士
と
い
う
職
種
に
対
し
て
希
望
、

使
命
感
を
持
っ
て
日
々
勉
強
し
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
前
者
で
研
修
を
受
け
る
人
た

ち
は
、
こ
の
不
況
の
折
に
非
常
に
整
備
さ
れ
た
立
派

な
研
修
所
で
、
月
々
の
給
料
を
受
け
取
り
、
研
修
費

用
ま
で
を
も
地
方
自
治
体
に
負
担
し
て
も
ら
っ
て
い

る
の
で
す
。
日
本
人
ボ
ク
サ
ー
の
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ

ン
が
一
時
期
に
比
べ
誕
生
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
。
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
こ

と
で
す
が
、
日
本
が
中
途
半
端
に
裕
福
に
な
っ
た
た

め
庁
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
が
無
く
な
っ
た
H

か
ら
で
は

な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
救
急
救
命
士
の
養
成

に
関
し
て
も
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
周
り
か

ら
す
べ
て
を
用
意
さ
れ
て
し
ま
え
ば
与
え
ら
れ
た
こ

と
だ
け
を
こ
な
せ
ば
良
い
と
勘
違
い
を
し
て
し
ま
い

ま
す
。
、
し
か
し
、
そ
れ
で
は
良
い
救
急
救
命
士
は
養

成
で
き
ま
せ
ん
。
や
は
り
個
人
が
自
ら
の
使
命
を
認

識
し
、
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
を
旺
盛
に
し
て
医
療
人
と

し
て
の
意
識
・
知
識
を
得
ょ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

第
二
に
、
国
家
資
格
を
手
に
入
れ
て
か
ら
の
継
続

.
生
涯
学
習
を
自
分
自
身
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
研
修
所
・
養
成
所
で

医
学
・
医
療
知
識
を
学
ん
だ
期
間
は
、
た
っ
た
半
年

間
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
研
修
所
・
養
成
所
を
卒

業
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
に
復
帰
し
た
時
点
で
は
、

た
っ
た
半
年
間
の
医
学
・
医
療
知
識
し
か
持
っ
て
い

ま
せ
ん
。
そ
れ
く
ら
い
の
知
識
だ
け
で
果
た
し
て
良

い
の
で
し
ょ
う
か
。
以
前
の
救
急
隊
員
よ
り
少
し
は

ま
し
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
プ
レ
ホ
ス
ピ
タ
ル

.
ケ
ア
の
充
実
と
い
う
当
初
の
高
い
目
標
か
ら
す
れ

ば
、
ま
だ
ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
の
救
急
救
命
士
制
度
で
は
、
資
格
更
新
制
度
は

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
た
っ
た
半
年
間
だ
け

の
ち
っ
ぽ
け
な
医
学
・
医
療
知
識
だ
け
で
満
足
し
て

い
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
日
々
前
向
き
に
継

続
学
習
・
生
涯
学
習
も
行
わ
ず
に
プ
レ
ホ
ス
ピ
タ
ル

・
ケ
ア
は
充
実
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
医
学
・
医
療

は
日
進
月
歩
、
凄
い
ス
ピ
ー
ド
で
発
展
・
進
歩
し
て

い
ま
す
。
救
急
救
命
士
は
、
そ
の
流
れ
に
取
り
残
さ

れ
な
い
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

第
三
に
、
救
急
隊
員
の
教
育
・
指
導
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。
研
修
所
に
入
所
し
て
く
る
人
た
ち

は
、
少
な
か
ら
ず
と
も
二
千
時
間
又
は
五
年
は
救
急

業
務
を
行
っ
て
き
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
、

E
L
S

T
A
九
州
に
入
所
し
て
来
る
人
た
ち
の
バ
ッ
グ
バ
ル

ブ
マ
ス
ク
、

C
P
C
R
(心
肺
脳
蘇
生
)
の
検
証
を

行
う
と
救
急
の
基
本
と
も
い
え
る
、
こ
れ
ら
の
行
為

が
ま
と
も
に
で
き
な
い
研
修
生
が
多
数
見
受
け
ら
れ

ま
す
。
そ
の
理
由
は
卒
業
生
で
あ
る
救
急
救
命
士
が

後
輩
の
教
育
・
指
導
を
行
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

こ
の
ま
ま
で
は
海
外
の
救
急
隊
に
は
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
追
い
つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

最
後
に
、
救
急
救
命
士
は
こ
れ
か
ら
の
十
年
間
で

何
を
す
る
べ
き
か
を
各
々
が
考
え
て
く
だ
さ
い
。
そ

し
て
行
動
を
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
。
社
会
か
ら
認
知

を
得
て
、
救
急
救
命
士
の
地
位
を
向
上
し
て
く
だ
さ

い
。
お
願
い
し
ま
す
。
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団
法
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救
急
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興
財
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平
戚
一

一
年
度
事
業
報
告

盟組盤盟組掴

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
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
一
八
期
及
び
九
州
研
修
所
第
一
一

期
)
の
研
修
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
一
白
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
二
九

九
人
、
九
州
研
修
所
に
二

O
O
人
が
入
学
し
、
東
京
研
修
所
は

全
員
、
九
州
研
修
所
は
一
九
八
人
が
卒
業
し
た
。
後
期
(
東
京

研
修
所
第
一
九
期
及
び
九
州
研
修
所
第
一
一
一
期
)
の
研
修
は
、

平
成
二
一
年
一

O
月
五
日
か
ら
平
成
一
三
年
三
月
二
六
日
ま
で

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

O
一

人
、
九
州
研
修
所
に
二

O
O
人
が
入
学
し
、
東
京
研
修
所
は
三

0
0
人
、
九
州
研
修
所
は
一
九
九
人
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
基

礎
医
学
及
ぴ
臨
床
救
急
医
学
に
つ
い
て
講
義
を
中
心
と
し
た
授

業
を
行
っ
た
ほ
か
、
臨
床
実
習
と
し
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
(
模

擬
実
習
)
、
病
院
実
習
及
び
救
急
車
同
乗
実
習
を
行
っ
た
。
こ

の
う
ち
、
病
院
実
習
に
つ
い
て
は
一
六
一
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
四
人
、
九
州
研
修
所
が
一
九
八
人
合

格
し
、
後
期
は
東
京
研
修
所
が
二
九
五
人
、
九
州
研
修
所
が
一

九
八
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
六
、
二
三
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
二
一
年
度
は
、
平
成
二
一
年
九
月
四
日
か
ら
九
月
一

三
日
の
十
日
間
、
松
原
泉
市
立
札
幌
病
院
救
命
救
急
セ
ン
タ

ー
部
長
を
中
心
と
し
た
調
査
団
を
編
成
し
、
ア
メ
リ
カ
の
ワ

シ
ン
ト
ン

D
C
、
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
州
、
ピ
ッ
ツ
パ

l
グ
市
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
及
び
そ
の
近
隣
地
域

に
お
い
て
調
査
を
実
施
し
た

D

今
回
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
と
プ

レ
ホ
ス
ピ
タ
ル
・
ケ
ア
(
病
院
前
救
護
)
の
体
制
、
プ
レ
ホ

ス
ピ
タ
ル
・
ケ
ア
に
お
け
る
メ
デ
ィ
カ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
現
状
と
法
的
規
制
、
パ
ラ
メ
デ
イ
ツ
ク
ス
等
の
教
育
訓
練

体
制
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。

同
救
急
救
命
士
の
特
定
行
為
に
よ
る
救
命
効
果
に

つ
い
て
の
調
査
検
討

平
成
九
年
度
か
ら
当
初
は
三
か
年
計
画
で
、
救
急
救
命
士

制
度
の
導
入
効
果
の
検
証
及
び
今
後
の
救
急
救
命
処
置
の
あ

り
方
の
検
討
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
「
救
命
効
果
検
証
委
員

会
」
(
委
員
長
一
大
塚
敏
文
日
本
医
科
大
学
理
事
長
)
を
設

置
し
、
救
急
隊
が
関
与
し
た
病
院
外
で
心
肺
停
止
し
た
傷
病

者
(
二
寸

O
二
九
症
例
)
に
つ
い
て
、
社
会
復
帰
ま
で
の
詳

細
な
追
跡
調
査
を
実
施
し
、
昨
年
三
月
に
発
症
後
三
か
月
予

後
ま
で
の
状
況
を
中
間
報
告
書
と
し
て
と
り
ま
と
め
た
。

そ
の
後
、
調
査
研
究
期
間
を
一
年
延
長
し
、
平
成
二
一
年

度
に
お
い
て
は
、
退
院
後
一
年
予
後
ま
で
の
調
査
結
果
に
つ

い
て
分
析
す
る
と
と
も
に
、
現
行
の
救
急
蘇
生
指
標
を
世
界

的
に
共
通
な
指
標
で
あ
る
ウ
ツ
タ
イ
ン
様
式
に
変
更
す
る
こ

と
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
、
最
終
報
告
書
を
と
り
ま
と
め
た
。

わ
が
国
に
お
け
る
ウ
ツ
タ
イ
ン
様
式
に
沿
っ
た
大
規
模
か

っ
初
め
て
の
調
査
分
析
結
果
は
、
わ
が
国
の
プ
レ
ホ
ス
ピ
タ

ル
・
ケ
ア
に
お
け
る
疫
学
研
究
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ

り
、
最
終
報
告
書
で
は
、
そ
の
分
析
結
果
の
も
と
に
救
急
救

命
士
が
行
う
除
細
動
等
の
特
定
行
為
の
有
用
性
を
確
認
し
、

国
際
比
較
を
行
う
と
と
も
に
、
救
命
効
果
の
さ
ら
な
る
向
上

を
図
る
う
え
で
、
①
パ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー
に
よ
る
心
肺
蘇
生
法

の
有
効
性
、
②
病
院
到
着
前
で
の
傷
病
者
の
心
拍
再
開
を
得

2 

る
こ
と
の
有
意
義
性
等
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
ウ
ツ

タ
イ
ン
様
式
に
基
づ
く
新
た
な
救
急
蘇
生
指
標
を
提
言
し
た
。

同
わ
か
り
や
す
い
救
急
統
計
に
つ
い
て
の
検
討

救
急
業
務
の
実
施
状
況
、
実
施
体
制
等
の
実
態
把
握
に
資

す
る
た
め
、
消
防
本
部
か
ら
都
道
府
県
を
通
じ
て
消
防
庁
に

報
告
さ
れ
て
い
る
救
急
統
計
に
つ
い
て
、
そ
の
積
極
的
な
公

表
に
よ
り
救
急
業
務
に
対
す
る
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る

と
と
も
に
、
救
急
業
務
高
度
化
の
施
策
に
反
映
さ
せ
る
基
礎

資
料
と
な
る
よ
う
、
救
急
統
計
の
効
果
的
な
活
用
方
策
に
つ

い
て
、
平
成
一
一
年
度
か
ら
検
討
を
行
っ
て
き
た
。

平
成
二
一
年
度
は
、
検
討
期
間
を
一
年
延
長
し
、
引
き
続

き
救
急
統
計
調
査
項
目
の
見
直
し
、
及
一
び
そ
の
効
果
的
活
用

方
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
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
に
お
け
る
医
療
の
質
の
向
上
を

は
じ
め
と
し
て
、
直
面
す
る
多
く
の
救
急
業
務
及
び
救
急
医

療
の
諸
問
題
の
解
決
に
向
け
て
、
必
要
な
研
究
を
行
う
た

め
、
平
成
二
一
年
度
に
お
い
て
も
「
救
急
の
課
題
等
検
討
委

員
会
」
を
設
置
し
た
。

平
成
二
一
年
度
の
研
究
課
題
は
、
「
救
急
車
の
機
能
性
、
安

全
性
の
向
上
に
関
す
る
調
査
研
究
」
で
、
研
究
機
関
は
、
日
本

医
科
大
学
附
属
病
院
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
へ
委
託
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
を
対
象
と
し
た
実
務
的
観
点
か
ら
の
研

究
発
表
及
ぴ
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
九
回
全
国
救

急
隊
員
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
平
成
一
三
年
二
月
一
五
日
、
一

六
日
の
二
日
間
に
わ
た
り
、
東
京
消
訪
庁
と
共
同
で
開
催
し

た
。
会
場
の
「
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
は
、
全
国
か
ら

三
、
二
九

O
名
の
救
急
隊
員
等
が
参
加
し
た
。

ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
大
塚
敏

文
日
本
医
科
大
学
理
事
長
を
座
長
と
し
、
「
一
二
世
紀
の
救

急
業
務
の
あ
り
方
」
を
テ
l
マ
に
救
急
医
療
及
び
救
急
業
務

に
関
す
る
討
議
が
行
わ
れ
、
メ
デ
ィ
カ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

体
制
の
構
築
、
救
急
活
動
体
制
及
び
救
急
教
育
体
制
推
進
の

今
後
の
方
策
に
つ
い
て
提
言
が
な
さ
れ
た
。

特
別
講
演
で
は
、
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
消
防
本
部
に
所

属
す
る
メ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
グ
レ
ー
ン
・
ア
サ
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エ
ダ
医
師
を
講
師
に
迎
え
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
お
け
る
「
メ

デ
ィ
カ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
制
に
つ
い
て
」
の
講
演
が
行

わ
れ
た
。

記
念
講
演
で
は
、
日
本
医
科
大
学
救
急
医
学
科
山
本
保
博

主
任
教
授
に
よ
る
「
一
二
世
紀
に
お
け
る
災
害
医
療
」
と
題

す
る
講
演
が
、
ま
た
、
教
育
講
演
ー
で
は
、
東
邦
大
学
医
学

部
第
二
内
科
教
室
上
嶋
権
兵
衛
教
授
に
よ
る
「
ウ
ツ
タ
イ
ン

様
式
に
よ
る
救
命
効
果
の
検
証
に
つ
い
て
」
、
教
育
講
演
E

で
は
、
和
歌
山
県
立
医
科
大
学
産
科
婦
人
科
学
教
室
梅
咲
直

彦
教
授
に
よ
る
「
出
産
i

分
娩
介
助
!
」
と
題
す
る
講
演
が
、

そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
た
。

さ
ら
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、

ビ
デ
オ
セ
ッ
シ
ョ
ン
及
び
救
急
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
や

テ
l
マ
別
分
科
会
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
発
表
、
討
議
が

活
発
に
行
わ
れ
た
。

同
救
急
に
関
す
る
先
進
的
な
謂
査
研
究
事
業
に
対

す
る
助
成

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
際
し
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
大
塚
敏
文
日
本
医
科
大
学
理

事
長
)
の
審
査
に
よ
り
、
医
療
団
体
二
団
体
、
消
防
機
関
二

団
体
を
決
定
し
た
。

〔
助
成
団
体
〕

・
特
定
非
営
利
活
動
法
人
救
急
ヘ
リ
病
院
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

理
事
長
魚
谷
増
男

「
一
二
世
紀
の
救
急
搬
送
に
お
け
る
消
防
・
防
災
ヘ
リ
の

活
用
方
法
に
関
す
る
研
究
」

・
大
阪
府
立
泉
州
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
医
師
東
平
日
出
夫

「
遠
踊
制
御
可
能
な
カ
メ
ラ
を
用
い
た
病
院
前
画
像
情
報

収
集
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」

・
出
雲
市
外
4
町
広
域
消
防
組
合
消
防
本
部
(
プ
レ
ホ
ス
ピ

タ
ル
外
傷
研
究
会
)
代
表
安
田
泰
晴

「
シ
ョ
ッ
ク
パ
ン
ツ
導
入
効
果
の
検
証
及
ぴ
処
置
基
準
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
」

・
豊
川
市
消
訪
本
部
(
救
急
高
度
化
研
究
会
)

代
表

日
達
夫

「
救
急
現
場
に
お
け
る
血
圧
測
定
方
法
に
つ
い
て
」

3 

普
及
啓
発
事
業

夏

ハ
門
広
報
事
業

①
財
団
機
関
誌
発
行
事
業

財
団
で
は
、
救
急
隊
員
に
対
す
る
高
度
な
教
育
訓
練
の

実
施
、
救
急
体
制
の
一
層
の
振
興
を
図
る
と
と
も
に
、
社

会
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
べ
く
各
般
の
事
業
を
推

進
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
財
団
の
事
業
及
び
活
動
を
広
く
関
係
者
に
P
R

す
る
た
め
、
機
関
誌
を
定
期
発
行
し
、
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
、

消
防
機
関
及
び
医
療
機
関
と
の
連
携
を
強
化
す
る
も
の
で

あ
る
。平

成
二
一
年
度
は
、
第
四
号
を
平
成
一
二
年
五
月
、
第

五
号
を
一
一
月
に
各
二
、

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
二
一
年
九
月
九
日
に
東
京
駅
丸
の
内
北
口
で
行
わ

れ
た
「
救
急
の
日
」
の
行
事
に
お
い
て
、
当
財
団
の
事
業

及
ぴ
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
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
、
三
団
体
(
船
橋
市
消

防
局
、
福
山
地
区
消
防
組
合
消
防
局
、
久
留
米
市
消
防
本

部
)
に
寄
贈
し
た
。

②
蘇
生
訓
練
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

i
及
び
応
急
手
当
リ
!
フ

レ
ッ
ト
の
寄
贈

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
「
蘇
生
訓
練
用
シ
ミ
ュ
レ
ー

タ
l
H
「
応
急
手
当
講
習
テ
キ
ス
ト
」
及
び
「
応
急
手
当

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
」
を
二
四
団
体
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
ぴ
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
六
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
函
る
た
め
に
は
、
パ
イ
ス
タ
ン

ダ
l
(傷
病
者
の
発
症
現
場
に
居
合
わ
せ
た
住
民
)
に
よ
る

C
P
R
(心
肺
蘇
生
法
)
の
実
施
が
有
効
で
あ
り
、
心
肺
蘇

生
法
を
中
心
と
し
た
応
急
手
当
の
普
及
啓
発
が
重
要
課
題
と

な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
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
二
一
年
度
に
お
い
て
は
、
地
域
の
防
火
防
災
意
識
の

高
揚
を
函
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
主

導
に
よ
る
「
婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
員
救
急
講
習
会
」
が
全
国
一

O
地
域
で
実
施
さ
れ
、
年
間
一
、

O
三
四
人
の
普
通
救
命
講

習
修
了
者
が
養
成
さ
れ
た
。

岡
応
急
手
当
講
習
テ
キ
ス
ト
の
改
訂

平
成
二
一
年
八
月
に
A
E
A
(米
国
心
臓
協
会
)
か
ら
出

さ
れ
た
「
心
肺
蘇
生
法
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
ズ
二

0
0

0
」
に
基
づ
き
、
わ
が
国
に
お
け
る
心
肺
蘇
生
法
の
標
準
的

実
施
方
法
の
改
訂
作
業
が
進
め
ら
れ
た
(
日
本
救
急
医
療
財

団
心
肺
蘇
生
法
委
員
会
)
。
こ
れ
を
受
け
て
、
全
国
の
消
防

機
関
の
救
命
講
習
等
で
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
「
応
急
手
当

講
習
テ
キ
ス
ト
」
〈
救
急
車
が
く
る
ま
で
に
〉
の
改
訂
を
行

う
こ
と
と
し
、
平
成
一
二
年
度
は
、
「
応
急
手
当
普
及
啓
発

住
民
用
テ
キ
ス
ト
改
訂
委
員
会
」
を
設
置
し
、
テ
キ
ス
ト
の

内
容
見
亘
し
を
行
い
、
改
訂
概
要
を
検
討
し
た
。

4 

救
急
基
金
事
業

昨
年
に
引
き
続
き
、
心
肺
蘇
生
訓
練
用
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

1

基
、
応
急
手
当
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
四
、

0
0
0
個
、
応
急
手
当
講

習
テ
キ
ス
ト
五

O
O
冊
の
普
及
啓
発
用
機
材
を
そ
れ
ぞ
れ
新
潟

県
小
出
郷
消
防
本
部
、
長
野
県
諏
訪
広
域
消
防
本
部
の
二
団
体

に
交
付
し
た
。
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救急救論土の就業前病院研修の

実体とそのあb方

夫
平

照
純

本
所

坂
最

久留米大学高度救命救語、センター

救急振興財団救急救命九州研修所

は
じ
め
巳

平
成
三
年
に
救
急
救
命
士
制
度
が
確
立
し
、
全
国

の
消
防
本
部
で
救
急
救
命
士
が
活
躍
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
現
場
で
様
々
な
救
急
救
命
処
置
を
行
う
に

は
、
救
急
救
命
士
に
対
し
て
の
十
分
な
教
育
と
実
習

が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
川
。
今
回

わ
れ
わ
れ
は
、
救
急
救
命
士
の
就
業
前
病
院
研
修
の

実
態
調
査
か
ら
病
院
実
習
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
(
以
下
「
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
)
作
成
前
後
に
お
け
る
研

修
内
容
の
比
較
検
討
を
行
い
、
現
在
の
問
題
点
、
今

後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

対
象
と
万
法

対
象
は
、
平
成
七
年
一
一
月
j
平
成
一
一
年
八
月

ま
で
に
久
留
米
大
学
高
度
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
(
以

下
「
救
命
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
で
三
か
月
間
(
約

三
人
当
務
、
一
当
務
一
二
四
時
間
勤
務
)
の
就
業
前

研
修
を
行
っ
た
救
急
救
命
士
二
七
名
に
対
し
て
二
つ

の
調
査
を
行
っ
た
。

調
査

1
一
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
前
(
平
成
七
年
一
一

月
j
平
成
九
年
二
月
)
に
研
修
を
行
っ
た
一

O
名

と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
後
(
平
成
九
年
五
月

1
平

成
一
一
年
八
月
)
に
研
修
を
行
っ
た
一
七
名
に
対

し
て
、
必
須
処
置
、
処
置
介
助
、
必
須
見
学
な
ど

三
か
月
間
に
行
っ
た
実
習
回
数
を
比
較
し
た
。

調
査

2
一
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
後
に
お
い
て
は
研
修

期
間
を
前
期
、
中
期
、
後
期
の
一
か
月
ず
つ
の
三

期
に
分
け
同
様
の
実
習
回
数
を
時
期
別
に
検
討
し

た。

今
回
の
検
討
で
使
用
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
救

命
セ
ン
タ
ー
独
自
に
平
成
九
年
四
月
に
作
成
し
た
も

の
で
、
平
成
一

O
年
三
月
に
救
急
救
命
士
の
病
院
内

実
習
検
討
委
員
会
(
以
下
「
検
討
委
員
会
」
と
い
う
。
)

で
作
成
さ
れ
た
「
救
急
救
命
士
病
院
実
習
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
ω
と
類
似
し
て
お
り
、
そ
の
実
習
項
目
を
表
1

に
示
し
た
。

就業前研修のガイドライン

-必須実習内容

パイタルサイン測定、聴診器使用、心電留モニター・
心電図検査、バッグによる人工呼吸、心臓マッサージ、
器具を用いた気道確保、静脈路確保、静脈ライン作成、
創処置、気管内吸引、緊急血液検査、体位変換・清拭、
ドクターカ一同乗

表 1結
果

-必須見学内容

除縮動、胸腔ドレーン挿入、画像診断(エコー、 CTなど)、
全麻下での緊急手術、病理解剖、
医療スタッフから家族への病歴聴取・病態説明

-必須介助または出来れば実施内容

胃チューブ挿入、勝脱カテーテル挿入、動脈穿刺・採血、
緊急血液検査など

救患救命第ア号 24

調
査

1
一
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
前
後
に
お
け
る
必
須

実
習
・
見
学
回
数
の
比
較
(
図

1
)
は
バ
ッ
グ
を

用
い
た
人
工
呼
吸
で
は
作
成
前
後
で
ω
・0
5
。-u



回数
pく0.01

50 r 「ー「

囚作成前

図作成後

pく0.01
「一一寸

40 

30 

20 

回数 pく0.05

12 r・p・ 仁三士ゴ

作成前

園作成後

6 

3 
10 

O 
病理解剖j見学緊急手術見学ドクターカー同乗

O 

人工呼吸心臓マッサージ除細動見学気道確保(器具+)静脈路確保

ガイドライン作成前後における必須実習・見学回数図 1

20 
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30 r-・ー一-一一一一一一…ー・…ー一一宇一r-ミヌー
「一一寸
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※ Pく0.05 ※※
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10 

ガイドライン作成前後におけるドクターカ一同乗と必須見学回数

回数

35 i一一
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口前期

…図中期一

図後期

※ Pく0.05

図2

30 

25 

20 

10 

15 

5 

静脈ライン作成静脈路確保気道確保(器具+)人工呼吸

O 。
動脈JIil採血緊急血液検査除細動見学

ガイドライン作成後の時期別の必須実習状況

回
、
静
脈
路
確
保
で
も
ω・寸

5
8・ω
回
と
有
意
に
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
作
成
後
に
実
習

回
数
の
増
加
を
認
め
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
心
臓
マ

ッ
サ
ー
ジ
は
。

-NgkH・0

回
、
除
細
動
見
学
は

5

g
N・U

1

回
、
器
具
を
用
い

た
気
道
確
保
は
∞
・

0
5
吋・切

回
と
変
化
は
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
。
次
に
、
ド
ク
タ

ー
カ

1
同
乗
と
そ
の
他
の

必
須
見
学
回
数
(
図
2
)

函 3図4

2 

ガイドライン作成後の時期別の除細動見学・検査介助状況

回数

8 r 

口前期

…図中期…一一一

圏後期 p=0.077 
「ー「

4 

家族への説明緊急手術ドクターカー同乗

は
、
ド
ク
タ
ー
ヵ

I
で匂・

Nau--H回
と
有
意
に
減

少
し
た
が
、
緊
急
手
術
見
学
で
は

ω・05AF・日回、

病
理
解
剖
見
学
も

5
5
E固
と
有
意
な
変
化
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

調
査

2
一
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
後
の
時
期
別
の
必
須

実
習
状
況
(
図
3
)
は
前
・
中
・
後
期
そ
れ
ぞ
れ

の
一
か
月
間
で
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
バ
ッ
グ

に
よ
る
人
工
呼
吸
は

N・AFSω
・吋

gω
・
仏
国
と
前
期

と
中
期
に
有
意
差
を
-
認
め
た
。
静
脈
路
確
保
は

g

g
H
0・
∞
認
可
・
吋
回
、
静
脈
ラ
イ
ン
作
成
も

N-cd

G・N
S
。
-N回
と
そ
れ
ぞ
れ
有
意
差
を
認
め
、
研
修

期
間
が
後
期
に
な
る
に
つ
れ
て
実
習
回
数
の
増
加

を
認
め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
器
具
を
用
い
た
気

道
確
保
は

N・HaN-ugN-c固
と
い
ず
れ
の
期
間

も
実
施
回
数
が
少
な
か
っ
た
。
次
に
必
須
見
学
・

検
査
介
助
状
況
(
図
4
、
5
)
で
は
、
前
・
中
・

後
期
で
そ
れ
ぞ
れ
除
細
動
見
学
が
c・中〈
ω

0
・∞

3

5
回
と
い
ず
れ
の
期
間
も
非
常
に
少
な
か
っ

た
。
緊
急
血
液
検
査
で
は

5
・中〈

ω
E・0
認

可
-
H

聞
と
前
期
と
後
期
に
有
意
差
を
認
め
、
動
脈
血
採

血
介
助
で
も

Ego-Gau--ω
固
と
研
修
期
間
に

比
例
し
て
回
数
の
増
加
傾
向
を
認
め
た
。
ド
ク
タ

ー
ヵ

I
同
乗
は

N・N
g
N・0gN-c固
と
コ
ン
ス
タ

ン
ト
に
乗
車
し
て
い
た
が
、
緊
急
手
術
見
学
は

H・2
g
r
s
a
E回
と
各
期
で
回
数
が
少
な

く
、
前
期
に
比
べ
中
期
に
減
少
す
る
傾
向
が
認
め

ら
れ
た
。
ま
た
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
か
ら
家
族
へ
の

病
状
説
明
時
の
同
席
に
つ
い
て
は

N・吋
g
N・φ
〈ω

ω
・0
回
と
い
ず
れ
の
期
間
も
回
数
が
少
な
か
っ

た。
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考
察わ

れ
わ
れ
は
、
就
業
前
実
習
期
間
を
定
め
る
に
あ

た
っ
て
、
救
急
現
場
で
遭
遇
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
病
態

や
疾
患
を
実
際
に
救
命
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
経
験

し
、
そ
れ
ら
の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
が
重
要

と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
脳
血
管
障
害
、
循
環
器
疾
患
、

呼
吸
器
疾
患
な
ど
の
様
々
な
内
因
性
疾
患
や
多
発
外

傷
、
重
症
熱
傷
、
中
毒
疾
患
な
ど
の
外
因
性
疾
患
の

傷
病
者
を
診
る
た
め
と
、
医
療
人
と
し
て
の
自
覚
を

持
た
せ
る
に
は
少
な
く
と
も
三
か
月
程
度
の
期
間
が

必
要
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
そ
の
た
め

近
隣
消
防
本
部
と
も
相
談
の
う
え
、
救
急
救
命
士
に

対
す
る
就
業
前
病
院
実
習
を
三
か
月
間
(
約
三
八
当

務
)
と
定
め
て
い
る
。

調
査

1
に
つ
い
て

検
討
委
員
会
で
は
就
業
前
実
習
に
お
け
る
実
習
項

目
別
経
験
目
標
回
数
を
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い

る
ω
。
主
な
も
の
と
し
て
バ
ッ
グ
マ
ス
ク
法
三
回
、

特
定
行
為
に
用
い
る
器
具
を
用
い
た
気
道
確
保
三

回
、
気
管
内
挿
管
介
助
三
回
、
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
三
回
、

末
梢
静
脈
路
確
保
三
回
、
静
脈
ラ
イ
ン
作
成
一

O

回
、
除
細
動
三
回
で
あ
り
、
こ
れ
を
一

O
当
務
あ
る

い
は
一
六

0
時
間
以
上
の
実
習
時
間
で
消
化
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
し
て
い
る
。
救
命
セ
ン
タ
ー
で

は
、
前
述
の
よ
う
な
理
由
で
研
修
期
間
が
長
い
こ
と

か
ら
検
討
委
員
会
が
定
め
た
目
標
回
数
の
少
な
く
と

も
三
倍
の
実
習
回
数
が
一
つ
の
目
安
と
定
め
た
。
た

だ
し
、
除
細
動
見
学
に
あ
た
っ
て
は
、
救
命
セ
ン
タ

ー
内
で
除
細
動
が
実
際
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
少
な

く
、
九
回
の
見
学
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

た。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
前
で
は
バ
ッ
グ
を
用
い
た
人

工
呼
吸
、
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
器
具
を
用
い
た
気
道
確

保
、
静
脈
路
確
保
の
い
ず
れ
も
目
標
回
数
を
下
回
っ

て
い
た
。
こ
れ
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
な
か
っ
た
こ

と
で
救
急
救
命
士
へ
の
目
標
設
定
が
明
確
で
な
か
っ

た
こ
と
、
ま
た
実
習
を
指
導
す
る
医
療
ス
タ
ッ
フ
の

救
急
救
命
士
制
度
に
対
す
る
不
認
知
、
不
理
解
が
原

因
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作

成
後
で
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
医
療
ス
タ
ッ

フ
、
そ
の
他
の
ス
タ
ッ
フ
に
も
救
急
救
命
士
制
度
に

対
す
る
認
知
度
が
深
ま
り
、
バ
ッ
グ
を
用
い
た
人
工

呼
吸
、
静
脈
路
確
保
は
有
意
に
実
習
回
数
が
増
加
し

目
標
回
数
を
上
回
っ
た
。
ま
た
ド
ク
タ
ー
ヵ
ー
へ
の

同
乗
は
お
お
む
ね
す
べ
て
の
出
動
に
対
し
て
救
急
救

命
士
は
同
乗
し
て
い
た
が
、
同
時
期
に
実
習
す
る
救

急
救
命
士
数
が
増
加
し
た
こ
と
も
あ
り
回
数
は
減
少

し
た
。
さ
ら
に
緊
急
手
術
見
学
回
数
、
病
理
解
剖
見

学
回
数
は
、
実
際
の
施
行
回
数
に
比
べ
て
何
れ
も
少

な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
患
者
の
傷
病
に
お
け
る

病
態
把
握
の
た
め
に
は
最
善
の
方
法
と
考
え
て
い
た

が
、
救
命
士
へ
の
説
明
不
足
、
指
導
の
足
り
な
さ
が

原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
救
急
救
命
士
に

も
も
っ
と
積
様
性
を
持
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
考
え
さ

せ
ら
れ
た
。

2 

調
査
2
に
つ
い
て

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
後
に
就
業
前
実
習
を
行
っ
た

一
七
名
の
救
急
救
命
士
に
対
し
て
は
、
時
期
別
の
実

習
状
況
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
十
分
な
実
習
を
行

う
た
め
に
ど
の
く
ら
い
の
期
間
が
必
要
な
の
か
を
検

討
し
た
。
静
脈
路
確
保
、
静
脈
ラ
イ
ン
作
成
、
緊
急

血
液
検
査
、
動
脈
血
採
血
介
助
回
数
は
研
修
期
聞
が

後
期
に
な
る
に
つ
れ
て
実
習
回
数
の
増
加
を
認
め

た
。
し
か
し
、
初
め
の
一
か
月
の
研
修
期
間
で
は
、

い
ず
れ
の
項
目
も
検
討
委
員
会
に
お
け
る
一

O
当
務

で
の
目
標
回
数
に
は
達
し
て
お
ら
ず
、
救
命
救
急
セ

ン
タ
ー
と
い
う
場
の
雰
屈
気
に
馴
染
ん
だ
り
、
医
療

ス
タ
ッ
フ
と
の
良
好
な
関
係
を
構
築
す
る
た
め
に
救

急
救
命
士
の
努
力
が
費
や
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ

た
。
二
か
月
目
以
降
は
、
上
記
の
実
習
は
目
標
回
数

を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
、
バ
ッ
グ
に
よ
る
人
工
呼
吸
、
器
具
を
用
い

た
気
道
確
保
、
除
細
動
見
学
、
緊
急
手
術
見
学
な
ど

の
必
須
実
習
・
見
学
項
目
は
時
期
別
に
ほ
と
ん
ど
増

加
を
認
め
な
か
っ
た
。
ま
た
器
具
を
用
い
た
気
道
確

保
、
除
細
動
見
学
は
検
討
委
員
会
の
自
標
回
数
に
も

達
し
て
お
ら
ず
、
実
習
症
例
に
遭
遇
す
る
機
会
が
少

な
か
っ
た
可
能
性
を
差
し
引
い
て
も
物
足
り
な
き
を

感
じ
た
。
さ
ら
に
医
療
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
病
歴
聴
取

.
病
状
説
明
時
の
救
急
救
命
士
の
同
席
は
ほ
と
ん
ど

な
く
、
医
療
に
お
け
る
患
者
及
び
そ
の
家
族
へ
の
接

遇
の
重
要
性
の
認
識
の
な
さ
や
積
極
性
不
足
を
感
じ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

救
命
セ
ン
タ
ー
で
は
、
研
修
医
、
医
学
生
、
看
護

学
生
な
ど
に
対
す
る
教
育
も
行
っ
て
お
り
、
救
急
救

命
士
を
は
じ
め
と
す
る
救
急
隊
員
に
対
し
て
は
十
分

な
教
育
が
で
き
て
お
ら
ず
、
教
育
に
関
す
る
マ
ン
パ
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ワ
ー
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
他
施
設
出
同
様
の

現
状
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
マ
ン
パ
ワ
ー

不
足
を
補
い
、
よ
り
中
身
の
濃
い
就
業
前
実
習
を
行

う
た
め
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
実
習
目
標
を
明
ら
か
に
し
、
実
習
開
始
時
の
オ
リ

エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
自
主
性
を
中
心
と
し
た
積
極
的

な
実
習
方
法
を
提
示
し
て
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
負
担
軽

減
を
試
み
た
が
、
研
修
内
容
の
一
部
で
し
か
そ
の
目

的
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

前
述
の
ご
と
く
救
急
救
命
士
に
対
す
る
教
育
専
任
ス

タ
ッ
フ
の
欠
如
、
自
主
性
中
心
の
研
修
体
制
の
不
完

全
さ
、
救
急
救
命
士
と
医
療
ス
タ
ッ
フ
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
が
考
え
ら
れ
た
。

実
習
の
目
標
回
数
に
関
し
て
は
、
当
救
命
救
急
セ

ン
タ
ー
で
三
か
月
間
の
病
院
実
習
を
行
う
限
り
、
検

討
委
員
会
が
提
示
し
て
い
る
回
数
の
三
倍
を
最
低
限

度
と
し
て
、
可
能
な
限
り
実
習
回
数
を
積
み
重
ね
て

行
く
方
向
で
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

た
。
ま
た
、
研
修
期
間
は
、
最
初
の
一
か
月
聞
が
救

急
救
命
士
が
慣
れ
る
期
間
と
す
る
と
、
少
な
く
と
も

そ
の
期
間
を
含
め
た
二
か
月
以
上
の
研
修
期
聞
が
必

要
だ
と
思
わ
れ
た
。

3 

今
後
の
展
望

以
上
の
調
査
内
容
か
ら
、
救
命
セ
ン
タ
ー
作
成
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
要
最
低

限
の
研
修
は
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
研
修

内
容
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
も
認

識
さ
れ
た
。
研
修
内
容
の
充
実
を
妨
げ
て
い
る
問
題

点
は
、
教
育
ス
タ
ッ
フ
不
足
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

ま
た
救
急
救
命
士
が
医
療
人
と
し
て
の
自
覚
を
十
分

に
も
っ
て
い
な
い
こ
と
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
医

療
ス
タ
ッ
フ
が
ま
だ
ま
だ
救
急
救
命
士
・
救
急
救
命

士
制
度
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
た
。

救
急
救
命
士
の
研
修
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
は
教

育
専
任
ス
タ
ッ
フ
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
言
、
つ
ま
で

も
な
い
が
、
前
述
の
ご
と
く
そ
の
マ
ン
パ
ワ
ー
は
不

足
し
て
い
る
。
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
実
習

を
行
う
救
命
セ
ン
タ
ー
内
に
医
療
ス
タ
ッ
フ
と
就
業

前
実
習
を
行
う
救
急
救
命
士
と
の
聞
に
す
で
に
就
業

し
て
い
る
救
急
救
命
士
を
配
置
す
る
と
い
う
方
法
が

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
就
業
前
実
習
の
救
急
救
命

士
に
対
し
て
す
で
に
一
度
病
院
実
習
を
終
了
し
た
就

業
中
実
習
の
救
急
救
命
士
が
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー

と
い
う
研
修
の
場
や
医
療
ス
タ
ッ
フ
に
早
く
慣
れ
さ

せ
た
り
、
基
本
的
な
実
習
要
領
を
的
確
に
指
導
す
る

シ
ス
テ
ム
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
就
業
前
研

修
の
救
急
救
命
士
に
と
っ
て
は
、
比
較
的
身
近
な
先

輩
か
ら
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
か
ら
不
要
な
緊
張
も

な
く
ス
ム
ー
ズ
に
実
習
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る

し
、
就
業
中
実
習
の
救
急
救
命
士
に
と
っ
て
は
、
再

研
修
そ
の
も
の
で
あ
り
、
後
輩
の
救
急
救
命
士
に
指

導
す
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
さ
ら
な
る
自
分
自
身

の
技
術
の
向
上
や
、
知
識
の
積
み
重
ね
が
期
待
で
き

る
こ
と
に
な
る
。
や
や
高
度
な
実
習
内
容
に
つ
い
て

も
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
教
育
の
眼
が
就
業
中
研
修
救
急

救
命
士
を
通
し
て
就
業
前
研
修
救
急
救
命
士
へ
も
向

け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
的
に
医
療
ス
タ
ッ
フ

の
負
担
の
軽
減
と
就
業
前
、
就
業
中
両
方
の
救
急
救

命
士
教
育
も
充
実
す
る
と
期
待
さ
れ
る
。

一
方
、
救
命
セ
ン
タ
ー
の
医
師
に
と
っ
て
は
、
就

業
中
の
救
急
救
命
士
か
ら
病
院
前
救
護
に
お
け
る
さ

ま
ざ
ま
な
情
報
を
車
接
得
る
こ
と
も
可
能
で
、
相
互

理
解
を
深
め
る
こ
と
は
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
観
点
か
ら
も
好
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

本
研
究
は
、
財
団
法
人
救
急
振
興
財
団
平
成
九
年

度
に
お
け
る
「
救
急
に
関
す
る
先
進
的
調
査
研
究
助

成
」
を
受
け
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
研
究

の
内
容
は
、
二

0
0
0年
四
月
に
開
催
さ
れ
た
第
三

回
日
本
臨
床
救
急
医
学
会
総
会
で
報
告
し
、
日
本
臨

床
救
急
医
学
会
雑
誌

(
N
0
2

一介

ω
∞∞
1
8
ω
)

に
発

表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

参
考
文
献

ω
小
林
国
男
「
今
後
の
救
急
救
命
士
の
病
院
内
実

習
の
あ
り
方
に
つ
い
て
』
救
急
医
療
ジ
ャ
ー
ナ
ル

N
C
O
O
-
A
F

一∞
i
H
C

川
『
救
急
救
命
士
病
院
実
習
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
救

急
救
命
士
の
病
院
内
実
習
検
討
委
員
会

s
g

同
岡
田
邦
彦
『
救
急
救
命
士
の
病
院
研
修
を
考
え

る
佐
久
総
合
病
院
に
お
け
る
研
修
の
現
状
を
踏

ま
え
て
|
』
救
急
医
療
ジ
ャ
ー
ナ
ル

5

3

L

C

一

同
日

lU1

川
州
市
川
高
夫
「
二
次
救
急
病
院
に
お
け
る
病
院
実

習
』
救
急
医
療
ジ
ャ
ー
ナ
ル

N
C
O
O
L

…5
1∞

27 



救急に関する調査研究事業助成完了報告

救急車のサイレン音車内減衰装置の開発

東京消腕庁消時科学研究所第三研究室

拡
じ
め
に

救
急
車
内
に
お
い
て
、
救
急
隊
員
と
傷
病
者
等
と

の
情
報
交
換
や
傷
病
者
の
心
音
・
呼
吸
音
の
確
認
な

ど
が
容
易
に
行
え
る
よ
う
に
救
急
車
内
環
境
の
改
善

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
救
急
車
内
に
伝
播
す

る
電
子
サ
イ
レ
ン
音
を
低
減
さ
せ
る
装
置
を
開
発
し

た
の
で
、
そ
の
実
験
結
果
等
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

こ
れ
は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
騒
音
制
御
方
式
を
応
用
し
た

単
一
指
向
特
性
ス
ピ
ー
カ
ー
装
置
(
以
下
「
装
置
」

と
い
う
。
)
で
あ
る
。

2

ア
ク
テ
ィ
ブ
騒
音
制
御
方
式
に
よ

る
車
内
サ
イ
レ
ン
吉
の
減
衰

減
衰
さ
せ
よ
う
と
す
る
音
と
電
気
的
に
作
り
出
し

た
そ
の
逆
の
音
を
減
衰
さ
せ
よ
う
と
す
る
空
間
で
干

渉
さ
せ
る
方
法
(
ア
ク
テ
ィ
ブ
騒
音
制
御
方
式
一
〉
中

止

5
Z
0
2
0

。。Eg-)
を
採
用
し
て
い
る
。

こ
れ
は
図
1
の

ょ
、
つ
に
サ
イ
レ
ン

音
と
逆
位
相
の
信

号
音
を
作
成
し
、

こ
れ
ら
を
合
成
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
救
急
車
内
の

サ
イ
レ
ン
音
を
減

衰
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
。

式方御&
巾

点
臼騒
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3 

サ
イ
レ
ン
茜
の
指
舟
特
性

図
2
の
と
お
り
ア
ク
テ
ィ
ブ
制
御
方
式
を
採
用
す

る
こ
と
に
よ
り
、
前
方
に
指
向
性
を
持
つ
単
一
指
向

性
の
特
性
を
得
て
い
る
。

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
サ
イ
レ
ン
ス
ピ
ー
カ
ー

は
、
前
後
左
右
方
向
ど
の
位
置
で
も
同
程
度
の
サ
イ

レ
ン
音
圧
が
あ
る
無
指
向
性
の
特
性
を
有
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
「

今

回

開

発

し

た

ス

ピ

一

問

、

h

l
カ
l
は
、
後
方
部
一
期
¥
、
出

J

分

で

サ

イ

レ

ン

音

が

一

¥

べ

逆
位
相
と
な
り
、
車
一
一
¥
雌
'
一
¥

一

-

~

也

B

内
の
サ
イ
レ
ン
音
が
一
一
一
削

減
衰
す
る
単
一
指
向
一
/
/

性
の
特
性
を
有
し
て
一
ノ
グ

い
る
。

件
ヱ

J

一

向白
日，↓ 

二
単弁」件

ヱ向己日
よ
宮
古

盤…図 2

4 

サ
イ
レ
ン
音
の
規
格

現
在
救
急
車
で
使
用
す
る
サ

イ
レ
ン
音
は
、
そ
の
大
き
さ
及

置
ぴ
周
波
数
が
道
路
運
送
車
両
の

脱
保
安
基
準
等
に
よ
り
次
の
よ
う

引
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

で伽
川
サ
イ
レ
ン
音
の
大
き
さ

円
/
』輔

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準

3

(
昭
和
二
六
年
運
輸
省
令
第
六

一ヌ一[
七
号
第
四
九
条
第
一
項
第
二



号
)
で
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

サ
イ
レ
ン
音
の
大
き
さ
は
、
そ
の
自
動
車
の

前
方
二

O
m
の
位
置
に
お
い
て
九

0
8
以
上
一

二

o
a以
下
で
あ
る
こ
と
。

サ
イ
レ
ン
の
音
色

救
急
車
の
サ
イ
レ
ン
音
は
、
「
救
急
自
動
車
に
備

え
る
サ
イ
レ
ン
の
音
色
の
変
更
に
つ
い
て
」
(
昭
和

四
五
年
六
月
一

O
日
消
防
防
第
三
三
七
号
消
防
庁
長

官
通
達
)
で
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

音
の
特
性
は
、
高
低
二
音
に
よ
る
繰
り
返
し

音
で
あ
っ
て
、
概
ね
次
の
と
お
り
と
す
る
。

1

基
本
周
波
数

・
高
音
一
九
六

o
b
低
音
…
七
七

o
b

2

音
の
長
さ

・
高
音
一

0
・
六
五
秒

一
周
期
二
・
三
秒

低
音
一

0
・
六
五
秒

5 

装
置

判
装
置
の
構
成

装
置
は
、
図
4
の
よ
う
に
ス
ピ
ー
カ
ー
、
警
報
音

用
ア
ン
プ
、
制
御
音
用
ア
ン
プ
及
ぴ
制
御
装
置
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
。

ス
ピ
ー
カ
ー
部

ス
ピ
ー
カ
ー
は
、
警
報
音
用
と
制
御
音
用
の
二
つ

か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ド
ラ
イ
バ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
及

び
そ
れ
ら
の
中
央
に
あ
る
ホ

l
ン
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ド
ラ
イ
バ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
出
力

下

さ
れ
た
音
波
は
、
そ
の
進
行
方
向
に
垂
直
な
面

が
連
続
的
に
変
化
す
る
ホ

1
ン
に
導
か
れ
、
ユ

ニ
ッ
ト
の
前
方
向
へ
の
指
向
特
性
を
持
っ
た
音

響
特
性
を
得
て
い
る
(
写
真
1
)
。

同
誤
差
検
出
器
(
コ
ン
デ
ン
サ
マ
イ
ク
ロ
ホ

ン
)

~商前方 スピーカー

コ
ン
デ
ン
サ
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
は
、
サ
イ
レ
ン

音
の
車
内
減
衰
を
最
大
に
す
る
た
め
、
車
両
の

天
井
外
側
で
制
御
音
用
ス
ピ
ー
カ
ー
の
後
方
約

二
O
仰
の
位
置
に
設
置
し
、
前
方
ス
ピ
ー
カ
ー

か
ら
の
警
報
音
及
び
後
方
ス
ピ
ー
カ
ー
の
制
御

音
を
検
出
し
、
制
御
装
置
に
入
力
す
る
。
制
御

装
置
で
警
一
報
音
と
制
御
音
が
逆
位
相
に
な
る
よ

う
に
設
定
後
撤
去
す
る
(
写
真
2
)
。

例

制

御

装

置

制
御
装
置
は
、
装
置
内
に
あ
る
サ
イ
レ
ン
音

発
生
器
か
ら
の
信
号
と
コ
ン
デ
ン
サ
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

か
ら
の
信
号
を
解
析
し
、
警
報
音
と
制
御
音
の
誤
差

が
小
さ
く
な
る
(
逆
位
相
)
よ
う
に
演
算
を
行
い
、

制
御
信
号
の
合
成
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
自
動
制
御
す
る

(
写
真
3
)
。

例

ア

ン

プ

部

警
報
音
及
ぴ
制
御
音
用
ス
ピ
ー
カ
ー
は
、
そ
れ
ぞ

れ
に
対
し
て
独
立
し
た
ア
ン
プ
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
警
報
音
ス
ピ
ー
カ
ー
用
ア
ン
プ
は
制
御
装
置
の

サ
イ
レ
ン
音
発
生
器
の
出
力
を
受
け
、
制
御
音
ス
ピ

ー
カ
ー
用
ア
ン
プ
は
制
御
装
置
の
サ
イ
レ
ン
音
発
生

器
の
逆
位
相
信
号
の
出
力
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
増

幅
す
る
。

6 

性
能
実
験

スピーカー写真 1

装置の構成図4

制御装置写真3

川
各
種
性
能
実
験

装
置
の
出
力
、
周
期
、
発
振
周
波
数
、
警
報
及
び

制
御
信
号
の
出
力
タ
イ
ミ
ン
グ
等
の
性
能
試
験
を
行

う
と
と
も
に
、
連
続
動
作
試
験
(
六
時
間
連
続
動

作
)
、
温
度
試
験
(
零
下
二

O
、
O
、
一

O
、
四

O
、

六
O
℃
)
及
び
振
動
試
験
(
一
六
・
七
j
二

o
o
b、

三
G
、
三
次
元
で
連
続
一
五
分
×
八
回
)
を
行
っ
た
。

同

結

果

異
常
な
し
。

29 



7 

救
急
車
揺
載
実
験

ω
実
験
項
目

車
両
を
停
止
さ
せ

た
状
態
で
次
の
よ
う

な
実
験
を
実
施
し

た。ア

サ
イ
レ
ン
音
減

警務

衰
装
置
の
音
圧
測

定車
外
及
び
車
内
に

お
け
る
無
指
向
性
に

し
た
場
合
と
、
単
一
指
向
性
に
し
た
場
合
の
サ
イ
レ

ン
音
圧
分
布
の
測
定

イ
救
急
隊
員
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

実
験
デ
I
タ
の
検
証
を
行
、
つ
た
め
、
サ
イ
レ
ン
音

減
衰
装
置
を
無
指
向
性
に
し
た
場
合
に
対
す
る
単
一

指
向
性
に
し
た
と
き
の
車
内
で
の
サ
イ
レ
ン
音
減
衰

効
果
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

同
実
験
に
用
い
た
計
測
機
器
及
び
分
析
機
器

ア
精
密
騒
音
計

イ

デ
ュ
ア
ル
チ
ャ
ン
ネ
ル
騒
音
解
析
装
置

ウ

デ
ー
タ
レ
コ
ー
ダ

(3) 

実
験
方
法

ア

サ
イ
レ
ン
音
減
衰
装
置
の
音
圧
測
定

制
御
装
置
で
逆
位
相
の
信
号
音
送
出
を
停
止

し
た
場
合
の
無
指
向
性
サ
イ
レ
ン
音
と
、
制
御

装
置
に
誤
差
検
出
器
を
接
続
し
、
逆
位
相
の
信

ケ)

号
音
を
制
御
用
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
送
出
し
た
場

合
の
単
一
指
向
性
サ
イ
レ
ン
音
に
つ
い
て
実
施

し
た
。

実験装置設定状況

救
急
車
両
の
前
方
二

O
m
で
地
表
か
ら
の
高

さ
一
・
五

m
の
位
置
に
お
い
て
、
無
指
向
性
及

び
単
一
指
向
性
の
サ
イ
レ
ン
音
圧
を
九

o
aに

合
わ
せ
、
音
圧
分
布
を
測
定
し
た
。

財
車
外
に
お
い
て
は
、
救
急
車
を
中
心
と
す
る

半
径
二

O
m
の
円
周
上
八
か
所
(
図
5
の
と
お

り
)
、
車
内
に
お
い
て
は
、
隊
長
席
等
六
か
所

(図
6
の
と
お
り
)
を
計
測
し
た
。

同
各
測
定
位
置
に
お
い
て
、
無
指
向
性
及
び
単

一
指
向
性
の
サ
イ
レ
ン
音
を
数
秒
間
鳴
動
さ

せ
、
九
六

o
b及
び
七
七

o
bの
平
均
音
圧
を

計
測
し
た
。

イ
救
急
隊
員
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

無
指
向
性
及
び
単
一
指
向
性
の
サ
イ
レ
ン
音
を
鳴

動
さ
せ
、
「
隊
員
と
機
関
員
と
の
会
話
の
内
容
把

握
」
、
「
聴
診
器
使
用
時
、
血
圧
測
定
時
の
各
音
の
確

認
」
、
「
心
電
図
操
作
時
の
各
音
の
確
認
」
、
「
血
中
酸

素
飽
和
濃
度
測
定
時
の
各
音
の
確
認
」
及
び
「
サ
イ

レ
ン
音
の
不
快
感
解
消
」
に
つ
い
て
、
救
急
救
命
士

一
O
人
(
救
急
部
)
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し

た
。
た
だ
し
、
隊
員
と
機
関
員
と
の
会
話
に
つ
い
て

は
、
傷
病
者
の
観
察
結
果
等
を
事
前
に
録
音
テ

l
プ

に
録
音
し
、
ラ
ジ
カ
セ
か
ら
音
声
を
流
し
て
実
施
し

た。
Lイ)

写真 4

(4) 

測
定
位
置

ア

車
外
に
お
け
る
音
圧
測
定
位
置

図
5
の
と
お
り
。

救急蕊

イ

車
内
に
お
け
る
音
圧
測
定
位
置

図
6
の
と
お
り
。

天井・後側

&. 
225" 

置
ム

v-
d
i
 

{疋沼山圧立
回る

5
}
ω

一
け

ー

おh
ヅ車

救急救命第7号 30

図5車内における音圧測定位置図 6

ア

実
験
結
果
及
び
考
察

サ
イ
レ
ン
音
減
衰
装
置
の
音
圧
測
定
結
果

測
定
結
果
は
表
1
、
表
2
の
と
お
り
。

(5) 



周波数 サイレン音
測定位置

(Hz) ①無指向性 ②単一指向性

960 89 88 
①O。

770 91 90 

960 89 85 -4 
②45

0 

770 82 83 

960 93 85 -8 
③90

0 

車 770 92 85 -7 

960 77 74 -3 
④135。

770 86 77 -9 

960 81 63 -18 
⑤180。

770 79 71 -8 

外 960 87 82 -5 
⑤225

0 

770 90 81 -9 

960 87 80 -7 
⑦270

0 

770 91 87 -4 

960 88 84 -4 
⑨315。

770 94 90 -4 

車外における無指向性友び単一指向性サイレン音圧

(単位:dB) 

表 1(単位:dB) 

周波数 サイレン音
測定位置

(Hz) ①無指向性 ②単一指向性

960 76 69 -7 
①隊長席

770 83 76 -7 

960 67 62 -5 
①スト頭部

車 770 80 73 -7 

③スト 960 62 64 2 

中央部 770 78 66 -12 

960 78 55 -23 
④天井後側

770 76 66 -10 

内 960 75 74 
⑤天井前慨

770 78 74 -4 

960 61 58 -3 
⑤運転霜

770 69 62 -7 

救急車内の測定位置別サイレン音圧分布表2

救
急
車
内
の
ほ
と
ん
ど

の
測
定
位
置
に
お
い
て
、

単
一
指
向
性
サ
イ
レ
ン
音

は
無
指
向
性
サ
イ
レ
ン
音

よ
り
減
衰
し
て
い
る
。
特

に
表
2
の
③
ス
ト
レ
ッ
チ

ャ
l
中
央
部
位
置
で
は
一

二
倍
、
そ
れ
以
外
の
①
隊

長
席
及
ぴ
②
ス
ト
レ
ッ
チ

ャ
l
頭
部
位
置
で
は
七
部

の
減
衰
効
果
が
あ
る
。
場

所
に
も
よ
る
が
、
概
ね
、

車
内
で
は
一

o
a前
後
の

三三¥一一 非常に効 少し効果 変わ5 少し悪く 悪くな 1

果がある がある ない なった った

隊員と機 隊員被験者
2人 8人

関員との 機関員・録音テープ

会話の内 隊員・録音テープ
容把握 機関員・被験者

5人 5人

聴診器使用時、血圧測定時の告
1人 7人 2人

音の確認(心音、呼吸音)

心電図操作時の各音の確認(メ
7人 3人

ッセージ、音、アラーム音)

血中酸素飽和濃度測定時の各音
6人 4人

の確認(J'¥)レス音、アラーム音)

サイレン音の不快感解消 1人 9人

アンケート結果表3

減
衰
で
あ
り
、
人
間
の
耳
で
聞
い
た
場
合
半
分
以
下

と
な
り
相
当
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
車
外

後
方
に
お
い
て
も
相
当
抑
え
ら
れ
、
環
境
の
面
か
ら

も
良
好
な
結
果
を
得
た
。

イ
救
急
隊
員
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

表
3
の
と
お
り
。

寸
隊
員
と
機
関
員
(
録
音
テ

1
プ
)
と
の
会
話
の

内
容
把
握
」
、
「
聴
診
器
を
使
用
し
て
の
血
圧
測
定
時

の
各
音
の
確
認
」
及
び
「
サ
イ
レ
ン
音
の
不
快
感
の

解
消
」
の
各
項
目
で
は
、
全
員
が
「
効
果
が
あ
る
」

と
回
答
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
か
ら
も
車
内
の

救
急
活
動
に
お
い
て
相
当
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
。

8 

ま
と
め

開
発
し
た
減
衰
装
置
の
単
一
指
向
性
サ
イ
レ
ン
音

は
救
急
車
内
に
お
い
て
約
一

o
a減
衰
し
、
サ
イ
レ

ン
音
の
圧
力
が
お
よ
そ
三
分
の
一
と
な
り
、
か
な
り

の
減
衰
効
果
が
あ
る
(
人
間
の
耳
で
開
い
た
場
合
、

約
半
分
の
音
圧
に
聞
こ
え
る
。
)
。

こ
の
こ
と
は
、
救
急
隊
員
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
結
果
か
ら
も
、
救
急
隊
員
と
傷
病
者
等
と
の
情

報
交
換
や
傷
病
者
の
心
音
・
呼
吸
音
の
確
認
な
ど
が

容
易
に
行
え
る
と
の
結
果
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
、

相
当
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
救
急
車
前
方
及
び
側
方
で
は
現
在
使
用
さ

れ
て
い
る
サ
イ
レ
ン
音
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
(
道

路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
を
満
足
し
て
い
る
。
)
、
警

報
機
能
に
支
障
は
な
い
。
(
文
責
塚
狭
雅
朗
)

31 



救急に関する調査研究事業助成完了報告

Utstein様式による院舛品揮止
事例の地域データベース作戚と

社会復帰率向上のための圏子分析

夫英葉事官金沢大学大学院医学系研究科・循環医科学専攻・血液情報学・血液情報発信学(救急医学)教授

{
は
じ
め
巳
}

わ
が
国
の
病
院
前
救
急
医
療
体
制
は
、
救
急
救
命

士
制
度
の
導
入
後
、
急
速
に
変
革
さ
れ
た
。
し
か
し
、

制
度
導
入
に
よ
り
院
外
心
停
止
患
者
の
予
後
が
改
善

さ
れ
た
か
、
ど
の
よ
う
な
因
子
が
予
後
改
善
に
寄
与

す
る
か
な
ど
は
、
臨
床
疫
学
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

d
z
z
E
様
式
に
よ
る

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
は
、
院
外
心
停
止
事
例
の
記
録

を
国
際
的
に
統
一
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
お
り
、

地
域
聞
に
お
け
る
病
院
前
救
急
医
療
体
制
の
効
果
の

比
較
や
、
新
し
い
手
技
や
手
法
導
入
の
効
果
を
臨
床

疫
学
的
に
解
明
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ

マ心

ωo本
研
究
は
、
秋
田
県
内
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
て
い

る
、
院
外
心
停
止
患
者
に
関
す
る
詳
細
な
記
録
を

d
z
g
E
様
式
に
準
拠
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
得
ら
れ
る
統
計
系
統
図
と
時
間

系
列
を
各
地
域
の
消
防
本
部
間
並
び
に
国
際
的
報
告

と
の
間
で
比
較
し
、
社
会
復
帰
向
上
に
寄
与
す
る
因

子
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

E
的
に
し
た
。

{
研
究
の
結
果
}

秋
田
市
に
お
け
る
救
急
救
命
士
制
度
導
入

後
の
病
院
前
救
急
シ
ス
テ
ム
の
国
際
的
評
価
山

川
秋
田
市
の
病
院
・
救
急
隊
の
配
置

秋
田
市
の
総
面
積
は
約
四
六

O
凶
で
あ
り
、
総

人
口
は
約
一
一
二
万
六
、

0
0
0
人
で
あ
る
。
秋
田

駅
を
中
心
と
し
た
半
径
五
凶
圏
内
に
五
救
急
隊
、

七
救
急
病
院
(
三
次
病
院
四
、
二
次
病
院
三
)
が

存
在
す
る
。

同
院
外
心
停
止
の
年
齢
分
布

院
外
心
停
止
例
(
男
性
六
八
六
名
、
女
性
四
三

二
名
)
は
、
五

O
歳
台
か
ら
多
く
な
り
、
七

O
歳
台

に
ピ

l
ク
と
な
る
。
年
齢
別
人
口
分
布
と
対
比
す

る
と
、
七

O
歳
以
上
で
そ
の
比
率
は
大
き
く
な
る
。

同
秋
田
市
の
救
急
高
度
化
と
調
査
期
間

調
査
期
間
は
高
度
化
へ
の
移
行
が
完
了
し
た
と

考
え
ら
れ
る
一
九
九
四
年
一
月
一
日
以
降
の
五
年

間
と
し
た
。
こ
の
期
間
、
秋
田
市
に
お
い
て
は
救

急
救
命
士
の
増
員
、
高
規
格
車
の
配
備
増
、
市
民

へ
の
心
肺
蘇
生
講
習
の
積
極
的
開
催
に
取
り
組
ん

で
い
る
。

制
秋
田
市
に
お
け
る
芝
ω
百
三
君
。
刀
刃

秋
田
市
に
お
い
て
は
、
調
査
期
間
に
お
い
て
心

停
止
例
の
四
四
%
に
ず
可
忠
信
号
円
。
司
同
(
そ
の

場
に
居
合
わ
せ
た
人
に
よ
る
心
肺
蘇
生
)
が
実
施

さ
れ
て
い
る
。
心
肺
蘇
生
の
電
話
に
よ
る
通
報
者

に
対
す
る
口
頭
指
導
(
寸
巳
3
F
O
ロ
ゅ
の
司
一
月
)
は
、

心
停
止
例
の
四
二
%
に
対
し
試
み
ら
れ
、
そ
の
七

六
%
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
口

頭
指
導
の

σ
ヨ
g
E
2
h
M
)一
月
実
施
に
対
す
る
貢

献
率
は
、
七
二
・
九
%
に
及
ぶ
。

同
消
防
本
部
に
よ
る

C
P
R
講
習

五
年
間
に
お
け
る

C
P
R
講
習
受
講
者
数
は
、

の
べ
二
万
人
、
二

O
七
人
、
講
習
会
開
催
回
数
は

救怠救命第ア号 32



一
七
二
回
に
及
ぴ
、
吋
巳
名
目

5
5

受
け
入
れ
率
の
向
上
に
貢
献
し
た
。

同

秋

田

市

の

C
Z
Z
5
統
計
系
統
図
(
図
1
)

図
1
に
秋
田
市
に
お
け
る

d
z
z
E
様
式
に
よ

る
統
計
系
統
図
を
示
す
。

d
g
g
E
様
式
で
は
、

現
場
で
の
初
期
心
電
図
が

V
F
/
V
T
(心
室
性

一、

762人(332人)

340人 (167人)

1，118人 (377人)院外心停止

356人

(UH)HN
の

頻
拍
/
心
室
細
動
)
を
示
し
た
心
原
性
院
外
心
停

止
事
例
の
社
会
復
帰
率
を
病
院
前
救
急
医
療
シ
ス

テ
ム
の
指
標
と
し
て
重
視
し
て
い
る
。

例
目
撃
心
停
止
例
に
お
け
る
時
間
因
子
の
初
期
調

律
に
対
す
る
影
響

救
命
の
可
能
性
の
高
い

V
F
/
V
T
群
を
増
や

初期心電図無脈性電気活動

32人 (10人)

( )内は bystanderCPRを受けた人の数を示す。

す
こ
と
は
、
院
外
心
停
止
の
予
後
全
体
を
高
め
る

こ
と
に
な
る
。
目
撃
さ
れ
た
心
原
性
心
停
止
事
例

に
お
け
る

V
F
/
V
T
出
現
率
に
影
響
す
る
因
子

を
多
変
量
解
析
に
よ
り
調
べ
る
と
、
循
環
虚
脱
か

ら
C
P
R
開
始
ま
で
の
時
間
が
初
期
調
律
に
お
け

る
V
F
/
V
T
出
現
率
を
有
音
山
に
高
め
て
い
る
こ

と
が
判
明
し
た
。

同
目
撃
心
原
性
心
停
止
例
に
お
け
る

σ
ヨ
S
E
R

。
可
刃
の
最
終
予
後
(
一
年
後
生
存
率
)
に
及
、
ぼ

す
影
響

σ
ヨE
E
q
h
H
)
一
月
の
実
施
は
目
撃
心
原
性
心
停
止

例
の
予
後
を
大
き
く
改
善
す
る
こ
と
が
判
明
し

た。

同
虚
脱
か
ら
除
細
動
実
施
ま
で
の
時
間
と
虚
脱
か

ら
C
P
R
実
施
ま
で
の
時
間
の
転
帰
に
及
ぼ
す
影

秋田市における院外心停止の統計系統図 (Utstein様式)

響
。同

虚
脱
か
ら

C
P
R
実
施
ま
で
の
時
間
が
六
分
以

内
で
あ
り
、
虚
脱
か
ら
除
細
動
実
施
ま
で
の
時
聞

が
一

O
分
以
内
の
全
例
が
社
会
復
帰
し
た
。
両
者

が
短
い
こ
と
が
社
会
復
帰
率
に
大
き
く
貢
献
す
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。

秋
田
市
の
実
態
の
国
際
比
較

秋
田
市
の
救
急
隊
員
が
関
与
し
た
人
口
一

O
万

人
あ
た
り
の
心
停
止
数
は
七

0
・
八
人
で
あ
っ

た
。
こ
の
数
は
国
巳
巴
ロ
在
で
七
九
・
八
人
、
∞
巳

Es

里
町
ロ
ロ
の
で
六
六
・
七
人
、
〉

5
E
S仏
で
四
一

・
九
人
、
の
Z
E
R岡
山
口
で
八
八
・
三
人
、
出
。
ロ
ロ

で
四
人
・
三
人
で
あ
り
、
国
際
的
に
見
て
、
同
程
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度
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
都
市
と
大
き
く
変
わ

ら
な
か
っ
た
し
、
心
停
止
例
に
対
す
る
蘇
生
施
行

率
に
も
差
は
認
め
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
秋
田

市
の
人
口
一

O
万
人
あ
た
り
一
年
間
の
目
撃
心
原

性
V
F
/
V
T
数
は
、
三
・
五
五
人
で
あ
り
、
こ

の
数
は
国
際
的
に
見
る
と
、
か
な
り
低
い
こ
と
が

判
明
し
た
。
し
か
し
、
秋
田
市
の

V
F
/
V
T
例

の
生
存
退
院
率
(
社
会
復
帰
率
)
は
、
こ
れ
ま
で

国
際
的
に
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
で
最
も
高

い
こ
と
が
判
明
し
た
。

2

秋
田
県
に
お
け
る

C
Z
E
2
様
式
に
基
づ

く
院
外
心
停
止
事
例
分
析
に
よ
る
病
院
前
救

急
医
療
シ
ス
テ
ム
評
価
へ
の
救
急
救
命
士
の

参
画
と
地
域
で
の
病
院
前
救
急
医
療
シ
ス
テ

ム
の
問
題
点
の
解
明

川
高
齢
化
率
と
人
口
密
度
と
心
停
止
数
の
関
係

人
口
一

O
万
人
あ
た
り
の
年
間
推
計
院
外
心
停

止
数
は
高
齢
化
率
と
相
関
し
て
い
た
。

川

W
C
Z
H
O
Z
様
式
に
準
じ
た
統
計
系
統
図
の
地
域

比
較
(
表
1
)

蘇
生
施
行
例
/
読
外
心
停
止
例
は
平
均
七
二
・

八
%
(
六
七
・
四
ー
八
二
・
八
%
)
で
あ
っ
た
。

心
原
性
の
割
合
は
平
均
四
三
・
七
%
(
二
七
i

五

三
%
)
、
心
原
性
現
着
時
心
停
止
の

E
撃
率
は
平

均
四
二
・
二
%
(
二
五
i

四
七
・
三
%
)
と
地
域

較
差
を
認
め
、
老
人
の
生
活
形
態
の
影
響
が
想
定

さ
れ
た
。
心
原
性
現
着
時
心
停
止
に
対
す
る
ぴ
可
E

ω
g
E
2
(
U
H川
河
は
、
全
県
的
な
普
及
啓
発
運
動
の

各地域の Utstein統計系統図

秋 田 本 荘 4日AbE't イモ 大 館 横手平鹿 湯沢雄勝 男 鹿 総 計

蘇生施行例/院外心停止数
177/261 58/86 34/43 64/93 101/122 61/79 50/65 545/749 

(67.82%) (67.44%) (79.07%) (68.82%) (82.79%) (77.22%) (76.92%) (72.76%) 

心原性/搬送心停止
80/177 18/58 10/34 30/64 47/101 31/61 27/50 244/545 

(45.20%) (31.03%) (29.41%) (46.88%) (46.53%) (52.46%) (54.00%) (44.77%) 

現着時/[)原性心停止/搬送 74/80 15/18 9/10 30/30 42/47 28/32 26/27 224/244 

心原J性心停止 (92.50%) (83闘 33%) (90.00%) (100.0即IJ) (89.36%) (87.50%) (96.30%) (91.80%) 

bystander CPR/現着時 49/74 10/15 3/9 17/30 13/42 10/28 16/26 118/224 

心原性心停止 (66.22%) (66.67%) (33.33%) (56.67%) (30.95%) (35.71%) (61.54%) (52.68%) 

E撃心停止/現着時心原性 35/74 8/15 2/9 13/30 13/42 12/28 12/26 95/224 

心停止 (47.30%) (53.33%) (22.22%) (43.33%) (30.95%) (42.86%) (46.15%) (42.41%) 

VF/現着時心原性心停止
14/74 1/15 1/9 4/30 2/42 4/28 4/26 30/224 

(18.92%) (6.67%) (11.11%) (13.33%) (4.76%) (14.29%) (15.38%) (13.39%) 

心拍再開/VF
9/14 1/1 0/1 1/4 0/2 1/4 3/4 15/30 

(64.29%) (100%) (0%) (25%) (0%) (25%) (75%) (50%) 

1ヶ月生存/VF
5/14 0/1 0/1 0/4 0/2 0/4 1/4 6/30 

(35.71%) (0%) ( 0%) ( 0%) (0 %) ( 0%) (25%) (20%) 

生存退院
5/14 0/1 0/1 0/4 0/2 0/4 1/4 6/30 

(35.71%) (0 %) (0%) (0 %) (0%) (0 %) (25%) (20%) 
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入
%
(
二
五
ー
六

成
果
を
反
映
し
、
平
均
五
一

六
・
七
%
)
と
高
か
っ
た
。
生
存
退
院
例
は
秋
田

市
に
お
い
て
の
み
認
め
た
が
、

V
F
出
現
率
が
秋

田
市
と
同
等
に
高
い
地
域
も
あ
り
、

V
F
の
性
状

や
除
細
動
実
施
上
の
問
題
、
さ
ら
に
病
院
内
治
療

の
差
が
生
存
退
院
率
に
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
た
。V

F
発
生
率
に
及
ぼ
す

σ
ヨ
E
E
O「

。
刀
刃
の

3 
豆ノ
~.ノ

饗
Eヨσヨ

s
E
O円
。
早
川
が
あ
っ
た
場
合
の

V
F
発

生
率
は
一
人
/
五
五
(
一
三
了
七
%
)
で
あ
り
、

σω
込
山
口

(H2
の
可
何
が
な
か
っ
た
場
合
の
五
/
四

O
(
二
一
・
五
%
)
の
二
・
五
倍
で
あ
っ
た
。

川
内

C
P
R
開
始
時
間
の

V
F
出
現
率
に
対
す
る
影

響
(
表
2
)

循
環
虚
脱
か
ら
回
一
ヨ
ZD(目
白
又
は
救
急
隊
員

に
よ
る

C
P
R
開
始
ま
で
の
時
間
は
、
心
原
性
自

撃
心
停
止
例
に
お
け
る

V
F
出
現
率
に
影
響
し
て

、A
E

F
事

O

'
V
半
人C

P
R
開
始
時
間
の
生
存
退
院
率
に
対
す
る
影

F
h
d
 

響
(
表
3
)

循
環
虚
脱
か
ら

C
P
R
開
始
時
聞
が
六
分
を
超

え
た
事
例
は
全
例
社
会
復
帰
が
で
き
な
か
っ
た
。

〔
研
究
結
果
か
ら
の
地
域
の
病
続
前

救
急
医
療
シ
ス
テ
ム

Z
対
す
る
提
言
〕

わ
が
国
に
お
い
て
、
救
急
救
命
士
制
度
導
入
に
よ

る
病
院
前
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
の
改
善
効
果
が
十
分

上
が
ら
な
い
最
大
の
理
由
は
、
以
下
に
一
不
す
病
院
前

救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
二
大
条
件
が
不
十
分

で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

① 

市
民
に
よ
る
早
期
通
報
と

σヨ
片
山
口
含
吋

の
早
期
実
施

②
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
の
機
敏
性
の
向
上
一
救
急

救
命
士
の
効
率
的
配
備
と
除
細
動
の
早
期
実
施
体

目撃された心原性院外心停止時例における CPR開始時間の VF/VT発生率に対する影響表 2

CPR開始時間 6分以上

3 

40 

CPR開始時間 6分未溝

20 

32 

VF/VT 

非VF/VT

pく0.05(x2検定)

(
リ
同
)
同

目撃された心原性院外心停止時例における CPR開始時間の予後に友ぼす影響

CPR開始時間
社会復帰の有無 計

6分未満 6分以上

社会復帰 8 。 8 

非社会復帰 44 43 87 

計 52 43 95 

表3

制
の
確
立

こ
の
二
大
条
件
の
整
備
の
た
め
に
は
、
自
ら
の
地

域
の
病
院
前
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
を
良
く
し
よ
う
と

す
る
意
識
と
財
源
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。
医
療
従

事
者
、
消
防
署
、
行
政
関
係
者
が
市
民
と
し
て
の
自

覚
を
も
ち
、
一
般
市
民
と
と
も
に
一
丸
と
な
っ
て
努

力
し
て
は
じ
め
て
よ
り
良
い
病
院
前
救
急
医
療
シ
ス

テ
ム
が
構
築
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
シ
ス

テ
ム
の
恩
恵
に
あ
ず
か
る
の
は
市
民
で
あ
る
こ
と
を

認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
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救急に関する調査研究事業助成完了報告

高齢舛傷患者に対する

開唱

彦勝本杉昭和大学横浜市北部病院救急センター

背
景
及
び
目
的

我
が
国
で
も
高
齢
者
層
の
人
口
増
加
に
伴
い
、
外

傷
に
よ
る
高
齢
者
の
患
者
数
も
増
加
し
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
(
図
1
)
。
し
か
し
、
高
齢
外
傷
患
者
の

病
態
な
ど
の
詳
細
は
未
だ
明
ら
か
で
な
く
、
特
に
重

P=O.0033 

20 

15 

(
ま
)
。
刑
判
何
回

30 

25 

20 

(ま
)
E
Z
S
E
a
u刊百
τ
ω
ψ

10 
1993 

15 

10 
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 1997 

予備調査の一環として行われた園内10か所の救

命救急センターで治療を受けた、 65歳以上の高

齢外傷患者の頻度は、 1994年からわずか 2年間

で有意に (p=0.0033)増加してきていること

力f明らかとなった。

1996 1995 

Year 

1994 

Year 

予備調査として行った、過去の1986年から1996年までの

関に一つの救命救急センタ で治療を受けた患者の中

で、 65歳以上の高齢者の頻度を示したが、既に過去10年

間に65歳以上の高齢者の全体の救急患者を占める割合は

確実に増加してきていることが明らかであった。

傷
患
者
に
つ
い
て
は
十
分
に
は
検
討
さ
れ
て
き
て
は

い
な
い
。
こ
の
臨
床
研
究
は
、
重
傷
高
齢
外
傷
患
者

の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
、
外
傷
患
者
の

重
症
度
!
予
後
調
査
を
胃

g
宮
旦
認
に
行
い
、
他

の
年
齢
層
患
者
と
の
間
で
比
較
検
討
し
た
。

救急政命第7号 36

対
象
及
び
方
法

第三次救急医療施設で治療を受けた65歳以上の高齢者の頻度

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
を
受
診
す
る
六
五
歳
以
上
の

外
傷
患
者
を
対
象
(
の

q
E骨
肉
5
G
一
G
群
)
と
し

て
、
他
の
患
者
群

(
Z
S
の
2
E
Eの
唱
。
喜
一

N
G

群
、
六
五
歳
未
満
の
外
傷
患
者
)
と
の
二
群
に
分
け
、

現
場
か
ら
直
接
セ
ン
タ
ー
に
搬
送
さ
れ
た
患
者
群

(り

5
2
司
自
民
角
旬
。
喜
一

D
群
)
と
他
の
医
療
機

関
か
ら
間
接
的
に
搬
送
さ
れ
て
き
た
(
同
ロ

E
B♀

可
自
ω
貯
同
時
。
五
)
一
T
i

群
)
の
二
つ
の

ω
己
σ
'
m
g己
切
に

分
け
、

ω受
傷
様
式
、
同
救
急
隊
現
場
到
着
時
間
、

同
現
場
で
の
重
症
度
、
同
搬
送
時
間
、
例
病
院
到
着

時
の
重
症
度
、
な
ど
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
。
重

症
度
は

ω
I
S
S
(
F
Yミ
∞

2
2
~
3
1
ω
8
5
一〉
σE

宵
2
E
Z巳

E-RU1
∞
8
5
2∞
日
)
、
川

R
T
S
(
5
2

iω
え
可
吉
田
ω
ω
8
5
)
、
同

p
s
(胃

ogσ
庄
司
丘

2
2
Z丘
一
吋
一
月
間
∞

5
2
F
O仏
)
を
用
い
た
。

結
果

図 1

平
成
一
一
年
の
一
年
間
に
対
象
と
し
た
外
傷
患
者

の
総
数
は
一
九
六
例
で
、

G
群
は
三

O
例
(
一
五
・

三
%
)
で
あ
っ
た
。
搬
送
様
式
か
ら
予
後
を
比
較
し

て
み
る
と
、
全
体
(
忌

¥
8
5・ω印
¥
H
g
b
H
0
・c
c
h
)
、

直
接
搬
送

(
5
¥
N
N
g・
ω
ω
¥
同日弁一七日。・

2
白
)
、
間
接

搬
送
信
¥
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g
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N
¥尽己刊行()・
c
c
g
)
と
い
ず
れ
で
も



明
ら
か
に
高
齢
外
傷
患
者
群
の
方
が
予
後
は
悪
か
っ

た
。
他
の
年
齢
層
で
は
、
有
意
に
間
接
搬
送
の
方
が

予
後
が
良
か
っ
た
の
に
対
し

(ωω¥
同
日
仏
語
-
N
¥
H
N
b

H
0
・0
0
2
)
、
高
齢
外
傷
患
者
群
で
は
、
統
計
学
的
な

有
意
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
間
接
搬
送
の
方
が

予
後
は
悪
か
っ
た
(
∞
¥
E
U
ご
や
か

5
・日¥∞
b
N
・切やか
)

O

M
)
ω
W
0・
m
を
示
し
な
が
ら
死
亡
し
た
症
例
を

EHm回目

高齢外傷患者と他の年齢層聞における死亡率の比較 (unexpecteddeath) 表 1

p value 他の年齢層高齢外傷患者

0.00417 35/166 16/30 全体

0.00141 33/154 10122 DP 

0.0090 2/12 6/8 IP 

0.0291 10/136 4/17 

UED-1 

全体

0.1954 8/124 0/11 DP 

0.0338 2/12 4/6 IP 

0.5955 9/137 4/16 

UED-2 

全体

0.4074 8/124 0/10 DP 

日出の件。門日仏

g
F
と
し
て
、
そ
の
比
率
を
両
群
間
で
比

較
す
る
と
、

R
T
S
ー
ー
よ
り
計
算
さ
れ
た

3
t
H
W

0
・
ω
の
場
合
、
全
体
の
比
較
で
は
高
齢
外
傷
患
者
の

方
が
、
他
の
年
齢
層
よ
り

B
良
宮
2
E
P巳
『
の

比
率
は
高
く
(
仏
¥
コ
ヨ
・

5
¥民
少
U
M
H
O
-
c
怒
川
)
、
直
接

搬
送
で
は
明
ら
か
な
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
(
C

¥
口
語
・
∞
¥
尽
介
七
日
0
・5
E
)
、
間
接
搬
送
で
は
、
高

0.0145 

時'RTS，revisedtrauma score; DP，direct transfer patients; IP，indirect transfer patients; UED -1， 

unexpected death calculated by RTS-1 on scene; UED-2，unexpected death calculated by RTS-2 

on admission. 

搬送様式(直接搬送か?間接搬送か?)から予後を比較した。全体(16/30vs. 351166， p=0.0047)， 

直接搬送(10/22vs. 33/154， p=0.0l41)，間接搬送(6/8vs. 2/12， p=0.0090)といずれも明らかに高

齢外傷患者群の方が予後は悪かった。また、他の年齢層では、有意に間接搬送の方が予後が良か

ったのに対し (33/154vs. 2/12， p=O.OOOl)，高齢外外傷患者群では、統計学的な有意差は認めら

れなかったがIndirectの方が予後は悪かった (8/14，57.1%vs. 5/8， 62.5%) 0 Ps孟0.5を示しながら

死亡した症例を unexpecteddeathとして、その比率(unexpecteddeath rate)を両群聞で比較す

ると、 RTS-l(傷害現場で測定されたrevisedtrauma score)より計算されたPs-1孟0.5の場合、

全体の比較では高齢外傷患者の方が、他の年齢層より unexpecteddeathの比率は高く (4/17vs. 

10/136， p=0.0291)、宜接搬送では明らかな差は認められなかったが(0/11vs. 8/124， p=0.1954)、

間接搬送では、高齢者外傷者の方がunexpecteddeathの比率は高かった (4/6vs. 2/12， p=0.0338)。

救急医療センター到着時のRT S -2で計算された Ps-2孟0.5で死亡した unexpected deathの

比率では、宜接搬送では明らかな差は認められなかったが(0/10vs. 8/124， p=0.4074)、高齢者外

傷患者の間接搬送の方が他の年齢層のそれより高かった (4/6vs. 2/13， p=0.0l45)。

2/13 4/6 IP 

齢
外
傷
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方
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死
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ロ
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庶
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F

の
比
率
で
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搬
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で
は
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ら

か
な
差
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認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が

(
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∞
¥HNAr

H
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H
0
・8
記
)
、
高
齢
外
傷
患
者
の
間
接
搬
送
の
方
が

他
の
年
齢
層
の
そ
れ
よ
り
高
か
っ
た
宗
主
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¥

ロリ

℃

HH0・0
H
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(表
1
)
。

考
察

事
故
現
場
で
測
定
さ
れ
た
生
理
学
的
変
数
よ
り
算

出
さ
れ
た
お
i

8
仏
守
山
口
H
H
g
ω
8
5
(
R
T
S
1
1
)

を
直
接
搬
送
と
間
接
搬
送
と
の
間
で
比
較
す
る
と
、

他
の
年
齢
層
で
は
己
N
H庁
N
・包

5
・吋
-HH
件。・
3
(
℃〈

0・0
8
N
)
、
高
齢
外
傷
患
者
群
色
。
同
N
・C
N
S
-
吋・
3
Hけ

5H(℃〈
0
・2ω)と
い
ず
れ
も
直
接
搬
送
の
方
が
重

篤
で
あ
っ
た
。
高
齢
外
傷
患
者
の
間
接
搬
送
の
頻
度

も
他
の
年
齢
層
と
の
聞
に
明
ら
か
な
差
は
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
。
こ
の
結
果
は
、
外
傷
患
者
は
高
齢
者
も

そ
れ
以
外
の
他
の
年
齢
層
の
患
者
も
、
同
様
に
現
場

で
の
共
通
の
搬
送
基
準
(
区
認
め
の
号
2
E
)
に
よ
っ

て
搬
送
先
が
決
定
さ
れ
て
い
る
間
接
的
な
根
拠
で
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
(
表
2
)
。
他
の
年
齢
層
の

I
S

S
は
直
接
搬
送
(
同
∞
・
0
怜

EN)
に
比
べ
て
間
接
搬
送

(
5・H
H
ι
c
b
)
の
方
が
低
か
っ
た
。

G
群
で
は
、
統

計
学
的
に
有
意
な
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
直

接
搬
送
の
方
が

I
S
S
が
高
か
っ
た

(
N
E川口汁

5
・N

S

N

0
・NH
乙
ω
・N)
。
こ
の
こ
と
は
、
事
故
現
場
で
の

搬
送
決
定
の
判
断
が
適
切
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
間

接
的
な
所
見
と
考
え
ら
れ
る
(
表
3
)
。
し
か
し
、

G
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高齢外傷患者と他の年齢層聞における搬送手段と重症度の比較表 2

p value 他の年齢層高齢外傷患者

RTS-l 

0.5479 6.3586土 2.15115.8932土 2.1209

o. 7868 

o. 7635 

5. 1221 :t: 2. 3876 4.9909 :t: 2. 0291 DP 

7. 0965 :t: 1. 0198 7.1139土 0.9905IP 

RTS-2 

0.0025 6.4987土 2.35646.0521 :t: 2.5124 

0.2509 6.2281 :t: 1. 9849 6.0283土1.4176 DP 

0.0039 

*IRTS，revised trauma score; DP，direct transfer patients; IP，indirect transfer patients; 

収縮期血圧や呼吸数などの生理学的変数を用いた重症度(revisedtrauma score: RTS)を、受傷

現場のそれ(RTS-1)で比較してみると、全体(5.8932土2.1209vs. 6.3586土2.1511，p=0.5479)ある

いは直接搬送(Direct:5.1221:t 2.3876 vs. 4.9909:t 2.0291， p=0.7868)，間接搬送(Indirect:7.1193:t 

0.9905 vs. 7.0965士1.0198，p=0.7635)でも両群間に明らかな差は認めなかった。しかし、昭和大

学病院救急医療センターに来院時の RTS(RTS-2)を比較すると、全体ではG群が明らかにその

値は低く (6.4987:t2.3564 vs. 6.0521土2.5124，p=0.0025)、直接搬送では明らかな差は認めなかった

が(6.2281土1.9849vs. 6.0283 :t 1.4176， p=0.2509)、間接搬送では有意にG群の方がその値は低かっ

た(7.1298士0.9164vs. 5.9887士1.9801， p=0.0039)。

全体

全体

7.1298:t: 0.9164 5. 9887:t: 1. 9801 E 

群
の
間
接
搬
送
の
場
合
の
来
院
時
の

R
T
S
(
R
T

S
1
2
)
は、

R
T
S
ー
ー
で
は
明
ら
か
な
差
を
認
め

な
か
っ
た
も
の
が
、
他
の
年
齢
層
の
間
接
搬
送
よ
り

低
い
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
高
齢
外
傷
患
者
は
見
掛

け
上
の

i
s
Z日
向
日
は
安
定
し
て
い
て
も
、
潜
在
的

な
各
種
臓
器
機
能
の
低
下
に
基
づ
き
、
外
傷
に
よ
る

高齢外傷患者と他の年齢層聞における搬送手段と重症度の比較

p value 

表 3

他の年齢層高齢外傷患者

出
血
か
ら
心
拍
出
量
の
低
下
や
酸
素
供
給
量
の
低
下

が
既
に
起
こ
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
早
期
(
一

j
二
時
間
)
か
ら
の
積
極
的
な

5
8
5
5£
と
治

療
を
行
う
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
臨
床

研
究
の
結
果
か
ら
も
、
受
傷
産
後
(
事
故
発
生
か
ら

平
均
五
分
)
の
高
齢
外
傷
患
者
の

i
g
Z町
日
は
必

ISS 

0.8763 18.0:t:14.2 24. 2:t: 19. 2 DP 

0.0457 15.1土 10.920.2:t: 15.5 IP 

時間

0.0576 5.8:t: 1. 8 6.4:t:3.8 

0.2139 

ホISS，injurysebverity score by -AIS -85; DP，direct transfer patients; IP，indirect transfer pa-

tients; RT，response time (min) ; TTT，total transfer time (min). 

搬送方法による傷病者の重症度の違いを 1S Sで比較すると、直接搬送では高齢外傷患者と他の年齢

層との間には明らかな差は認められなかった(GI群24.2士19.2vs. NGI群18.0士14.2，p=0.8763)。

しかし、間接搬送で両群間で比較すると、明らかに高齢外傷患者の方が重症度は高かった(GI群

15.1 :t 10.9 vs. 20.2:t 15.5， p=0.0457)。事故発生後から救急隊の現場到着までの現場到着時間(re-

sponse time : RT)には明らかな差は認めず(6.4土3.8vs. 5.8:t 1.8分， p=0.0576)、事故発生後から

最柊的に昭和大学病院救急医療センターまでに搬送に要した搬送時間 (TotalTransfer Time: T. 

T.T)も再群聞に差は認めなかった(78.3:t143.2 VS. 102.8:t 198.4分， p=0.2139)。

放:意救命第7号 38

RT 

102.8土 198.478.3土 143.2TTT 

ず
し
も
、
外
傷
に
よ
る
解
剖
学
的
な
重
症
度
と
一
致

し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
時
間
経
過
と
共
に
変
化
し

て
ゆ
く
本
当
の
重
症
度
も
予
測
で
き
な
い
可
能
性
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
、

ω他
の
年
齢
層
で
は
、
間
接

搬
送
の
方
が
予
後
が
良
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
老
年

者
で
は
間
接
搬
送
の
方
が
予
後
が
悪
く
な
っ
て
い



る
、
川
口
口
白
山
)
ゅ
の
件
。
巳
(
円

g
F
S
Z
が
明
ら
か
に
間

接
搬
送
の
高
齢
外
傷
患
者
で
高
い
、
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。
こ
の
理
由
は
、
高
齢
外
傷
患
者
は
、
判

受
傷
後
早
期
の
重
症
度
判
定
が
簡
単
で
は
な
い
、
川

間
接
搬
送
先
の
医
療
機
関
(
病
院
)
で
の
高
齢
外
傷
患

者
に
対
す
る
診
療
上
の
問
題
、

ω間
接
搬
送
に
要
す

る
搬
送
時
間
の
問
題
、
な
ど
の
可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。

以
上
の
結
果
か
ら
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
外
傷
患

者
に
対
す
る
救
急
医
療
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
高
齢
外

傷
患
者
に
関
し
て
の
買
中
宮
名
目
E
S
B
は
他
の
年

齢
層
に
比
べ
て
改
善
す
べ
き
問
題
点
が
あ
る
可
能
性

を
示
し
て
い
る
。
既
に
欧
米
で
は
、
老
人
外
傷
患
者

の
予
後
の
悪
さ
を
改
善
す
る
た
め
に
、
専
門
の
外
傷

セ
ン
タ
ー

(
F
2
σ
己
可
g
E
m
B
E
2
)
へ
搬
送
す
べ

き
患
者
の
包
括
σ
方
法
を
改
善
す
る
こ
と
が
推
奨

さ
れ
て
き
て
い
る
。
高
齢
者
は
、
他
の
年
齢
層
と
異

な
り
、
加
齢
に
よ
る
生
理
的
な
変
化
に
伴
い
、

i
g円

。
円
程
ロ
ω
を
含
む
各
種
臓
器
機
能
の
予
備
能
力
も
小

さ
い
た
め
、
受
傷
後
早
期
に
は
循
環
動
態
も
安
定
し

て
い
て
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
正
し
い
重
症
度
を
示

す
指
標
と
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
年
齢

層
と
同
じ
基
準
で
事
故
現
場
で
区
お
め
を
行
う
の

に
は
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
間
接
搬
送

で
最
初
に
搬
送
さ
れ
る
医
療
機
関
の
問
題
も
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
。
国
内
の
救
急
セ
ン
タ
ー
を
含
む
医

療
機
関
で
働
く
医
療
関
係
者
す
べ
て
が
、
必
ず
し

も
、
外
傷
に
対
し
て
精
通
し
て
い
る
と
は
限
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
外
傷
患
者
に
特
有
の
症
状

や
共
通
す
る
問
題
を
見
過
ご
す
危
険
性
が
大
き
く
、

他
の
年
齢
層
の
外
傷
患
者
に
対
し
て
も
致
命
的
損
傷

γ 

を
見
過
ご
す
可
能
性
が
あ
り
、
症
状
が
明
ら
か
に
な

ら
な
い
よ
う
な
高
齢
外
傷
患
者
で
は
よ
り
重
篤
な
損

傷
も
見
過
ご
す
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
更

に
高
齢
外
傷
患
者
の
予
後
を
改
善
し
て
い
く
た
め
に

は
、
現
場
で
の
救
急
隊
員
を
含
む
匂

5
2
E名
庄
一

2
5
に
お
け
る
出

g
w
寸

ECEω
口問。∞己一甘口
0
2
や

診
療
機
関
に
お
け
る
〉
仏

g足
。
↓

5
5
5

E
E
C
-
の
よ
う
な
外
傷
患
者
を
取
り
扱
う
時
に
習

得
し
て
お
く
べ
き
共
通
し
た
知
識
や
技
能
の
普
及
と

事
故
現
場
で
の
高
齢
外
傷
患
者
に
対
す
る
、
他
の
年

齢
層
の
外
傷
患
者
と
は
異
な
っ
た
、
包
括
。

R
5江
戸

を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。

円
問
。
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曙購髄

本
号
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
救
急
で

は
、
パ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー
に
よ
る
応
急

処
置
の
事
例
と
し
て
、
ガ
ソ
リ
ン
ス

タ
ン
ド
に
「
市
民
救
命
士
」
を
配
置

す
る
制
度
を
立
ち
上
げ
、
平
成
二一

年
度
防
災
こ
と
づ
く
り
・
防
災
ひ
と

づ
く
り
の
消
防
庁
長
官
賞
を
受
賞
し

た
、
横
須
賀
危
険
物
安
全
協
会
、
神

奈
川
県
石
油
商
業
組
合
横
須
賀
支
部
、

横
須
賀
市
消
防
局
を
訪
問
取
材
し
た
。

先
進
的
な
取
組
み
が
市
内
各
団
体
に

インフォメーション

コーナー原稿を

募集します

田

員[Jν認ーb
aおち@廊言。邑志詔

波
及
し
大
き
な
輪
が
広
が
っ
て
い
る

等
参
考
に
な
る
お
話
が
伺
え
た
。

ま
た
、
本
号
か
ら
救
急
隊
員
を
対

象
と
し
た
基
礎
医
学
講
座
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
た
が
、
な
る
べ
く
タ
イ
ム
リ

ー
な
内
容
に
し
よ
う
と
考
え
、

P
T

S
D
に
関
す
る
記
事
を
執
筆
者
に
お

願
い
し
た
。
そ
の
直
後
に
米
国
多
発

テ
ロ

事
件
が
お

こ
り
、
急
逮
、
惨
事

ス
ト
レ
ス
の
記
事
も
合
わ
せ
て
解
説

し
て
い
た
だ
い
た
。
読
者
の
参
考
に

な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
T
・
H
)

が
多
く
な
っ
た
「
茶
髪
」
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
口
今
の
時
代
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
と
と
ら
え
、
お
酒
落
感
覚
で
似
合
っ

て
い
る
か
と
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
少

し
の
茶
髪
で
は
驚
き
も
し
な
く
な
っ
た

が
、
仲
良
く
親
子
で
も
お
揃
い
に
し
て

い
る
姿
も
珍
し
く
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
的

に
印
象
を
個
々
に
お
持
ち
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
人
間
の
第

一
印
象
と
し

て
は
、
強
烈
な
記
憶
と
し
て
残
す
に
は

十
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
偏
見
で
人

の
外
観
だ
け
を
見
て
善
悪
を
判
断
す
る

の
は
如
何
な
も
の
か
。
要
は
髪
の
色
は

問
題
で
は
な
く
、
い
つ
も
人
を
冷
静
に

見
る
目
を
持
ち
合
わ
せ
た
い
と
、
熱
い

討
議
が
展
開
さ
れ
る
特
集
を
見
る
度
、

つ
く
づ
く
思
い
知
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

(
Y
・
T
)

* 

最
近
、
某
教
育
テ
レ
ビ
で
の
ト

l
ク

番
組
や
、
雑
誌
等
で
も
目
に
す
る
こ
と

消防署てや行っている応急手当講習の様子を

レポ 卜してください。

400字原稿用紙 10枚程度 (写真等を含む)

回

Q!)~~芸誌込町7
救急に関する工ピソ ドなど

内容は聞いません。

400字原稿用紙5枚程度 (写真等を含む)

※採用分につきましては、薄謝を進呈いたします。

※このほか、読者の皆様から記事に関するご意見 -ご

要望などがございましたら、 『救急救命J編集室まで

お寄せください。
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平成14年度財団法人救急振興財団調査研究事業の募集について

二世

〔助成の概要〕
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

査研究を行う団体に対して、調査研究実施に必要な経費の助成を行っております。

平成14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。

医療機関 (4団体)及び消防機関(2団体)

(1) I救急資器材の開発、改良等の先進的な調査研究」

過去に行われた調査研究のテーマには「人工蘇生器用バッグの研究開発JI防振ストレ

ッチャー架台の研究開発Ji救急現場における血圧測定方法に関する研究jなどがありま

す。

この他、今後のテーマの一つの例としては、救急資器材の小型・軽量化に関すること、

米国のAED (自動式除細動器)に関することなどを挙げることができます。

(2) I救急業務の高度化に資する調査研究」

過去のテーマには「高度な救急業務の遠隔システムの構築に関する調査研究Ji応急手

当の普及に関する調査研究Ji救急ヘリコプター内からのモニタリングデータの伝送」な

どさまざまな研究が行われています。

今後のテーマの例としては、応急手当の効果的な普及啓発に関すること、救急隊員の再

教育に関すること、救急活動の事後検証に関すること、救急救命士を含む救急隊員に対す

る医師の指導・助言体制の高度化に関すること、救急活動に関わる各種プロトコールに関

すること、救急ヘリの実践的な活用方策に関することなどが挙げられます。

助成対象団体

調査研究テーマ2 

平成14年 4月 1日から平成15年 3月31日まで

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。)

調査研究期間

害頁金成助

3 

4 

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。

選考 及び通知5 
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( 1) 助成団体代表者は、調査研究期間の終了後 2か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又は一部を、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。

他のそ6 

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)

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

T E L 0426 -75 -9931 FAX 0426 -75 -9050 

平成14年 1月31日(木){当日必着〉

企画調査謀沖山・斉藤 http://www.fasd.or.jp 

〔応募手続〕
1 応募方法

2 申請 書送付先

応募締切日

問い合わせ先

3 

4 
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消防署で、行っている応急手当講習の様子を

レポー卜してください。

400字原稿用紙 10枚程度 (写真等を含む)

※採用分につきましては、薄謝を進呈いたします。

※このほか、読者の皆様から記事に関するご意見・ご

要望などがございましたら 、『救急救命』編集室まで

お寄せください。

-原稿送付先・

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

『救急救命』編集室

TEL 0426-75-9931 FAX 0426-75-9050 

救急に関する工ピソ ドなど

内容は聞いません。

400字原稿用紙5枚程度 (写真等を含む)

救急救命士による気管内挿管が問題となっておりますが、前号(通巻第 7号)に掲載されました iUtstein様式に

よる院外心停止事例の地域データベース作成と社会復帰率向上のための因子分析」の論文内容に、気管内挿管の事

実と矛盾する部分がありました。

関係者にお詫びいたしますとともに、 読者の方々に深謝し、たします。

金沢大学大学院医学系研究科循環医科学専攻・

血液情報学・血液情報発信学(救急医学)教授 稲葉英夫

第8号-編集スタッフ

編集委員
山元幸一(編集委員長)

細川猛 新木秀敏

木村功 今関篤

向井和則 古井秀之

事務局

田畑喜彦
沖山卓生

鈴木進

発 2002年5月31日
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