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安全の管理

　指導者や引率者（以下「指導者」という。）は、参加者が事故やケガもなく安全・安心に活動ができる
ようにすることが大きな役割であり、義務ともいえます。
　そのためには、事前に、「事故が起こらないようにするための取組」や「事後が起こった時のことを想定
した取組」を行う必要があり、また、万が一事故が発生し
たときには迅速・適確な対応を行うことも重要です。こう
した一連の取組を「安全管理」といいます。
　「安全管理」は、安全マニュアルの作成など指導者自身が
準備することと、指導者が参加者に対して行う安全教育と
があります。また、参加者に対しては、身体的な面ととも
に、精神的な面、いわば「心の安全」にも配慮することが
必要です。

　建設の分野では、「物（施設・設備）」、「人（行動）」、「組織（管理）」を安全の三要素（事故の三原因）といって
います。野外活動の場合は、これに「自然（環境）」を加える
ことができるでしょう。
　安全な施設で、安全な行動をとれば事故は起きません
が、不安全な状態で、不安全な行動をとると事故が起こ
る確率が高くなります。
　例えば、登山の経験が少なく技術が十分でない者が、天候
が悪いときに登山を行うと遭難する危険性が高まるとい
うことです。

　「ヒヤリハットの法則」と呼ばれるものがあります。これ
は、アメリカのハーバード・ウィリアム・ハインリッヒ氏が、
「1件の重大な事故の背景には29件の軽微な事故が起きて
おり、さらに300件の無傷な事故（ヒヤリ、ハットした）
が起きている」と提唱した「ハインリッヒの法則」のことで
す。ハインリッヒ氏はまた、事故の88%は不安全な行動、
10%が不安全な設備だといっています。

■ 事故は「不安全な行動」と「不安全な状態」が重なったときに起こる

■ 小さな事故の見過ごしが大きな事故につながる

◆不安全な行動（人的要因・組織的要因）
　	・	知らない･･･安全管理や野外活動に関する知識がない、情報不足　など
　	・	やれない･･･応急処置や野外活動に関する技術がない、体力・精神力がない　など
　	・	やらない･･･怠慢、軽視、ルール軽視の組織風土、低い安全意識　など

◆不安全な状態
　	・	物的要因･････壊れている、性能が低い、食物アレルギー　など
　	・	自然的要因･･･大雨、強風、台風、落雷、濃霧、低温　など

安全管理とは１

事故が起こるメカニズム２
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　また、アメリカのジョージ・ケリング氏は、割れ窓が
放置されていると周辺の窓が割られるようになり、やがて
凶悪犯罪が発生するようになるといっています。
　つまり、野外活動で大きな事故になる場合は、その予兆と
なる小さな事故が起こった時点で対処しておかないから
大きな事故が起こってしまうということです。
　例えば、参加者が私語ばかりして指導者の話を聞いて
いない状況を放置しておくと、やがて大きな事故を起こす
確率が高くなるということです。例えば、整理整頓・無駄
話はしないといった基本的な指導が安全教育の基盤になるということです。

　体験活動（特に、野外活動）における「リスク」（危険、
望まない事態等）が無くなるということはありません。
事故0を目指しますが、事故が発生する確率を0%にする
ことはできないという認識を持つことが必要です。
　リスクは無くならないという認識を持つことが、気を
抜くことなく適切な安全管理を行うことの基盤となる
のです。

　指導者には、安全管理の重要性を認識するとともに、リスクを想定できる経験や知識、リスクを分析・
評価した上で適切な対処をとることができる知識、また、事故が起こったときの応急処置といった技術
を身につけていることが求められます。
　また、登山をする場合、登山経験が有り、登山の知識・技術を持った指導者が必要です。このように、
もし、団体に適任者がいない場合は、外部の専門家にガイド依頼するなどの処置を講じることが必要
です。

　指導者は予めリスクに関する情報を取得し、参加者に対して注意を喚起する義務があります。その際、
曖昧な表現は避け、具体的に指導・指示することが必要です。例えば、「スズメバチに気をつけましょう」
では不十分です。スズメバチを見たことがない参加者がいるかもしれません。写真を見せながら、
「スズメバチを見かけたら、そっと、その場から離れてください。手や棒で追い払ったりして、ハチを
刺激してはいけません」と、具体的にやってはいけないこと・やらなくてはいけないことを話します。
　しかしながら、全てのリスクを想定し参加者に伝えることは無理です。したがって、指導者は場面に
応じた具体的な注意喚起を行うとともに、参加者自らが危険に気づき、これを回避するような行動がとれ
るように指導することが必要です。

　事前の実地調査の結果や当日の活動の記録、安全に関する指導事項など、安全管理に関することは
文書として残すことが必要です。これは、安全管理体制を整えるとともに、安全教育の場合は指導事項の
徹底にもなります。また、万が一事故が起こり裁判となった場合は証拠にもなります。

■ リスクは無くならないという認識を持つ

■ 指導者自身の安全管理及び体験活動の知識・技術を高めること

■ 参加者への安全教育は具体的に行うこと－自分の安全は自分で守るという心構え－

■ 安全管理に関することは文書化すること

安全管理の要点３
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　事故は指導者が参加者から目を離すと起こる確率が高くなります。参加者の生活から活動までの全てを
見ていることはできませんが、危険度の高い活動の時には、指導者が見ている状況をつくります。言い
換えれば、指導者の見える範囲で（指導が届く範囲で）活動させるということです。

■ 指導者は参加者から目を離さないこと

（１）活動の前　　※参加者：参加者への指導　　指導者：指導者側の管理

（２）活動中（事故発生時）

身体面 精神面

参
加
者

□服装や持ち物の指導
・長袖・長ズボンなど

□体調管理の指導
・最初から体調が悪い参加者は、最後まで悪い場合が多いと

いわれています。
□危険な箇所・行動・動植物の指導

・具体的に指導します。指導事項を資料化し配布すると効果
的です。

□事業参加に対する動機付けと不安の軽減
・事業目的・日程等を確認します。
・リスクと対応策を説明します。
※リスクが分かることにより不安が軽減

されます。

指
導
者

□十分な実地踏査の実施
・望ましいのは実施時と同じ条件 、事前と直近の2回実施

することです。
・実地踏査の内容を文書化しスタッフ全員が共有します。
・携帯電話や通信機の電波状況を確認します。

□道具類の安全点検
□気象情報の把握

・情報の入手方法を確認します。
・荒天時の代替案を作成します。
・地域独自の判断方法を確認します。
　  ※富士山に笠雲がかかると雨が降る等

□緊急時の対応の確認
・救急病院を確認します。
 （住所、電話番号、経路、所要時間、診察時間、診察内容等）
・学校や保護者への連絡網を作成します。

□救急用具等の準備・確認
・救急セットの物品を準備します。
・AEDの設置場所を確認します。

□保険加入の有無
・参加者の傷害保険
・指導者の賠償保険

□交流の家の安全管理体制を確認
・交流の家から入手します。

□参加者の状況把握
・アレルギーや既往歴 、常用薬を確認し

ます。
・事前に健康調査票等に記入させます。
・性格や対人関係能力を把握します。

□指導者と参加者の関係づくり
・参加者から必要情報を聞くことによっ

て、参加者に安心感が生まれます。
・当日まで顔を合わせない場合は、電話

をかけたり、手紙のやりとりをしたり
することも有効です。

身体面 精神面

参
加
者

□危険な箇所・行動・動植物の指導
・具体的に指導します。指導事項を資料化し配布すると効果

的です。

□負傷者への対応
・落ち着かせ、励まします。

安全管理の具体的な取組４
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身体面 精神面

参
加
者

□事故者の救護
・交流の家と相談の上 、専門的な知識・技術を持った方に

依頼します。
□負傷者への対応

・状況を判断します（意識確認）。
・必要な処置を施します。
・病院搬送 、AED使用など

□救助者の安全確保
・二重事故を防ぐために救助者の安全を確保することが

大切です。
・処置者への感染防止に注意します。

□周りの者への対応
・負傷者から遠ざけます。
・落ち着かせ、状況を説明します。
・周りの者に負傷者のケガの状況を見せな

い、他の人に話さないようにします。
※負傷者がケガの状況を知り、ショック

症状を起こす可能性があります。

指
導
者

□気象状況の把握
・現在と今後の予報を確認します。
・活動地域の方の意見を聞きます。
・気象状況は記録し、必ず保管しておきます。

□活動前に危険箇所の再確認
・実地踏査時との変化に注意します。

□救急用品の携行
□通信機の確認（緊急時の連絡）

・富士登山やハイキング時は当所より無線機を貸し出します。
□活動時の定時連絡

・活動場所への到着 、活動開始時 、昼食等大きな休憩 、活動
終了時は、所に連絡してください。

□事故時の対応
・警察等関係機関に連絡します（重大事故の場合）。

□人員点呼・名簿提出
・活動開始前 、休憩中 、活動終了後に必ず人員の確認を行

います。
・交流の家に名簿（活動グループ別 、残留者）を提出して

ください。

□参加者の行動・表情把握
・１人でいる参加者に注意します。
・表情が浮かない参加者に注意します。

□問題を抱えている参加者に対するアプ
ローチ
・参加者の状況を常に把握します。
・スタッフ全員で情報を共有します。
・問題を抱えている参加者やグループへの

対応の仕方・方針を予め決めておきます。
・思い込みから誤った指導をしないよう

に、事実確認を怠らないようにします。

身体面 精神面

参
加
者

□解散前に参加者に異常がないか確認
・虫さされ、ケガ、かぶれなど
・体調不良など

□問題の把握と対応
・保護者アンケートから情報を収集する

ことも方法です。
□事故が起きた場合は、不安の軽減

・再発防止のための指導 、研修

指
導
者

□負傷者への誠意を持った対応
・お見舞い、お詫びを必ず行います。

□事故報告書の作成
・①いつ、②誰が、③どこで、④何をして、⑤どうなった、

⑥どう対応したかを時系列で記載します。
・天候を伴う災害の場合は、活動中の天候記録を記載します。

□保険の手続き

□指導記録の作成
・①いつ、②誰が、③どこで、④何をして、

⑤どうなった、⑥どう対応したか、⑦
指導に対する反応などを記録します。

（３）活動後（事故発生後）
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　中央青少年交流の家は、標高約700mにあります。
　気温は100m高くなるごとに約0.6度下がりますので、平地と比べて約４度低くなるとお考え
ください。また、朝晩は一段と気温が低くなりますので、ご注意ください。

【帽子】
　頭を守ります。夏は、熱中症予防になります。黒っぽい色は、熱を吸収し
ハチにも狙われやすいため避けましょう。

【軍手（手袋）】
　刃物や火から手を守る役目があるだけでなく、防寒対策・保温として使う
ことができます。滑り止め（イボイボ）のあるものはその（イボイボ）部分が
熱に弱いため、火を扱う場合は避けましょう。

【リュック】
　荷物を背負うことで、両手が自由になります。転倒時やいざという時にも
動きやすく、また、登山やOL等の長距離の移動時には、疲れを少なくすること
ができます。自分の体に合ったものを選びましょう。両肩に掛けるタイプの
ものが適しています。

【靴】
　履き慣れた運動靴（ひも靴）が適しています。靴下は、足首をかくすよう
なものを履きましょう。

【雨具（カッパ）】
　上下に分かれているタイプのものが活動しやすく、適しています。防寒具
にもなります。

【長袖・長ズボン】
　夏の暑い中でも、活動によっては長袖・長ズボンが必要です。直射日光や紫外
線から皮膚を守り、蚊やブヨなどの害虫から刺されるのを防ぎます。

【上着】
　薄いものを重ね着する方が保温性もよく、暑くなったら脱ぐことができます。
不要な時には、リュックに入れておきます。

【活動時の持ち物】
◆個人　　□水筒　□タオル　□着替え　□時計　□筆記用具　□糖分補給用のアメなど　
◆団体　　□救急用品
◆交流の家での貸し出し物品
　　　　　□無線機　□クリップボード　□ゼッケン　□その他活動に必要な物
※活動内容や天候などにより、持ち物は異なります。職員にご相談ください。
※無線機は活動の内容により、１団体につき１台貸し出します。

野外活動時の服装のポイント 動きやすさ＋身体を守るという視点

自然体験活動時の服装・持ち物５
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　自然の中で活動することは、そのこと自体が何かしらの負荷を自然に与えています。例えば、
キャンプファイアーや野外炊事で火を使えば、その火によって小さい虫などが死んでいるかも
しれません。また、森の中で1歩を踏み出すと、その足裏だけで1,800匹のヒメミミズ、3,000匹の
ダニ、75,000匹のセンチュウなど、土にすむ生きものを踏みつけていることになります。
　ですから、自然の中で活動するときには、自然に負荷をかけない活動を心掛けることが大切で
す。そして、このことを子どもたちに伝えることは、自然ばかりでなく、人にも優しく接する心を
はぐくむことにつながります。

ゴミを捨てない・落とさない

　アメなどの包み紙のビニールは溶けてなくなることはありません。
また、ポケットティッシュも石油でできているものが多く、雨で溶ける
ことはありません（パルプでできているものを除く）。
　つまり、人工的に作られたものは自然に還ることはないのです。
　また、人間が捨てたゴミを誤って食べてしまい、それが原因で死んで
しまう野生動物もいます。ゴミは持ち帰るようにしましょう。
　生ゴミを食べるキイロスズメバチがやってきて、夏にキイロスズメ
バチを食べるオオスズメバチがやってくるということもあります。

植物・昆虫の採取は最小限にする

　自然観察やネイチャークラフト、標本作りのために植物や昆虫を
採取する場合には、最小限にします。
　植物も昆虫も生き物です。無駄な殺生はしないようにしましょう。

立ち入り禁止の場所に入らない

　道から外れて行動すると、草地が踏まれるなどして、自然環境に余分
な負荷をかけることになります。また、思わぬ事故につながる危険性
も高くなります。
　また、他人の土地に勝手に入ることはやめましょう。

フィールドマナー６
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・宿泊棟や研修棟は、毎月1回、職員による定期点検を行っています。
・また、退所点検や所内巡視で不備を発見した際は、その都度対応しています。
・ボイラーやエレベーターなど、法的に点検が必要なものは専門業者に依頼しています。

・ウォークラリーやオリエンテーリングなど、所周辺や所内の野外活動コースについては、利用団体
の皆様が活動する前に、職員が点検しています。
・しかしながら、毎回点検することは困難なため、点検と点検の期間が空くことがあります。利用団体の
皆様には事前の実地踏査と不備を発見した際のご連絡をお願いいたします。
・また、富士山トレッキングなど、所外の活動についても、利用団体の皆様に事前の実地踏査と不備を
発見した際のご連絡をお願いいたします。

・宿直は職員1名と警備員で行っています。
・各宿泊棟の入口と正門には、24時間監視カメラを設置しています。

・AEDを事務室と体育館及び食堂に設置しています。

・常勤の職員は救命救急の講習を受けています。
・地元関係機関と連携、登山における救助訓練を受けています。

・応急処置または一時休息するための保健室が完備されていますので、休むことができます。
・病院に行く必要がある場合は、所から病院に連絡します（送迎は利用団体の皆様でお願いします）。

・避難が必要な場合は放送で連絡するとともに、職員が誘導にあたります。

【国立中央青少年交流の家利用中に考えられる危険】
○自然環境　　大雨 、強風 、台風 、濃霧 、落雷 、地震 、低温 、倒木 、積雪 、路面の凍結
○動物　　　　マムシ、ヤマカガシ、スズメバチ、アブ、ブヨ、ムカデ、毛虫
○活動中のケガ・病気・リスク
　・各種活動における転倒 、滑る、転ぶ、ぶつかる等での捻挫や骨折 、裂傷
　・富士登山 、ハイキング中など野外活動中における低体温症 、熱中症 、高山病 、滑落
　・野外炊事での火傷 、ナタや包丁の使用による切り傷 、食中毒
　・ウォークラリー・オリエンテーリング中の車道への飛び出し、道迷い
○生活場面
　・宿泊室内におけるベッドからの転落やふざけによる転倒や強打
　・研修室、浴室や食堂で走ることでの転倒
　・発熱、便秘、嘔吐、下痢、食中毒、精神的不安による腹痛や頭痛、生理痛、食べ過ぎなど

（１）施設・設備等の点検と不審者対応

（２）緊急時の体制

■ 定期的な点検と巡視による点検

■ AEDの設置

■ 職員の研修

■ 保健室の完備と医療機関への連絡

■ 避難誘導

■ 野外活動コースの点検

■ 不審者対応

中央交流の家の安全管理体制７
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〈スズメバチ〉
【特徴】
・３～４cmと大型です。
・腹部は黒と黄の縞模様をしています。
・夏から秋にかけて活動が活発になり危険な時期です。
・木だけでなく、岩影や倒木の下、建物などにも巣を
		作ります（軒下や天井裏）。
・巣の近くで動くものに対して攻撃します。

【症状】
・刺されると激痛があり、大きく赤く腫れます。
・重症の場合、呼吸困難や頭痛、吐き気、発熱、下痢、腎臓障害などが起こる可能性があります。
・アナフィラキシー・ショックで死亡する場合もあります（アナフィラキシー・ショックとは、
１度ハチにさされることにより、体内にハチ毒への抗体ができ、２度目以降に体がハチ毒に
過剰に反応して起きるショック症状です）。

【刺されないためにどうすればよいか】
・見つけたら前に進まないで、ゆっくりと姿勢を低くして後ろに逃げます。
・ハチを刺激してはいけません。石を投げない、棒でつつかない、大声で騒がない。
・衣服は長袖・長ズボンが適しています。
・頭や目の黒色を狙う習性がありますので、衣服は白っぽいものを身につけ、帽子をかぶるのが
適しています。

【もし刺されたらどうすればよいか】
・念のため、医療機関で治療を受けます。
・すぐに医療機関に行けない場合は
　　・すぐに水で刺された部分を洗います。
　　・何度も指またはポイズンリムーバー（貸出可）で毒抜きをします。
　　・ハリが残っている時は毛抜き（貸出可）で抜き取ります。

〈マムシ〉
【特徴】
・40～60cmほどです。
・褐色の銭型斑紋が左右不対象にあります。
・活動時期は春から秋です。
・夜行性ですが、雨や曇りの日には昼でも活動しています。

【症状】
・激痛があり、大きく赤く腫れます。
・他にも吐気・嘔吐・頭痛･発熱･下痢・視力低下･痺れ・運動障害・血圧低下・
意識障害・腎不全などの症状が出ることがあります。

【マムシを見つけたらどうすればよいか】
・咬まれた事例のほとんどがマムシと知らず、棒でつついたりいたずらに
よるものなので、そっと離れてください。

【もし咬まれたらどうすればよいか】
・何度も指またはポイズンリムーバー（貸出可）で毒抜きをします。
・すぐに医療機関を受診し、血清を打ちます。
※ヤマカガシの場合も咬まれないため、咬まれた場合の対処法は同じです。

中央交流の家周辺で特に注意を要する危険な動物８



22 Nat iona l  Chuo Youth  F r iendsh ip  Center

〈交流の家事務室の場合〉
①「こちら、○○（団体名）、△△（無線機の番号）です。交流の家事務室、応答願います。」
②「（要件を伝える）・・です。どうぞ。」※通話の終わりには「どうぞ」をつけてください。
③「・・・・です。以上で交信を終わります。」※通話の終わりには「以上～」をつけてください。

〈団体内の場合〉
団体「こちら、○○（団体名）、△△（無線機の番号）です。○○の△△、応答願います。」

（１）責任者（リーダー）の方は、次のとおり交流の家に定時連絡をお願いします。
　　　　第1回目：登山開始時（登山口をスタートする時）
　　　　第2回目：昼食時（昼食休憩の場所に到着した時）
　　　　第3回目：下山開始時（下山を開始する時）
　　　　第4回目：下山完了時（下山を終えて、交流の家に移動を開始する時）
（２）連絡の内容は、次のとおりです。

①団体の状況（体調のすぐれない者の有無、計画の進捗状況など）
②気象状況
③その他、必要な事項

（１）傷病者の発生、計画時間の大幅な遅れ、ルートの変更、気象状況の変化など、緊急な場合は、
速やかに交流の家に連絡してください。

（２）その際は、「状況」とともに、「現在地」（付近の目印となるもの）をお知らせください。
（３）状況に応じて、交流の家から指示を出していきます。

（１）他の団体も無線機を使用している場合がありますので、必要のない交信は控えるようにお願い
します。

（２）無線機は、水に濡らしたり、衝撃を与えたりしないようにしてください。
（３）無線機のバッテリー（使用可能時間）は約8時間です。
（４）富士宮口付近では、電波の届きにくい場所があります。その際は、少し場所を移動して交信

してください。
（５）無線機のチャンネルは、交流の家から指示がある時以外は、操作しないでください。

■ 無線機の操作方法

〈〈手順〉〉
①スイッチは、スタート地点に着いたら入れてください（無線機の
バッテリーは約8時間です）。

②相手からの交信は、常時入ります。

③こちらから交信するときは、通話ボタンを押して話してください。

通話ボタン

チャンネル操作	※通常は操作しないでください

スイッチ・音量

■ 無線機の交信の方法

■ 登山・ハイキングにおける定時連絡について

■ 緊急時の連絡について

■ 注意事項について

無線機の使い方９

チャンネル

無線番

CH
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