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中核人材ガイドライン（案） 

第一稿（11月 14日） 

第二稿（11月 24日） 

第三稿（12月８日） 

 

第１章 ねらい 

【救助を取り巻く状況】 

団塊の世代の大量退職から 15年以上が経過し、当時採用された職員は各消防本

部の中心的な役割を担っている。 

この間、各消防本部の救助隊は、過去の教訓や事例から多くのマニュアルや新

たな車両・資機材等を整備し、知識・技術の向上を図ってきた。救助活動のベー

スとなる火災件数が減少傾向にあるなか、救助件数は増加傾向にあり、活動内容

も多様化し、状況に応じた適切な救助手法の選択・判断がより一層求められる状

況となっている。また、近年は、消防本部単独の対応力を超える大規模な災害が

頻発化・激甚化し、消防の広域応援や関係機関等との連携が求められる場面が増

えてきている。さらにはＩＣＴやＤＸ等最新技術の進化に伴い、消防科学技術の

開発や検討も進んでいる。 

  

【救助の人材に関する課題とニーズ】 

このような著しい状況変化のなか、救助活動を担う人材の育成についての課題

やニーズが増加している。 

（課題の例） 

・職員の大量退職に伴い、技術や知識の伝承が滞る懸念。 

・火災件数も減少傾向にあり、災害現場経験の少ない若手職員が増加。 

・多岐にわたる業務による訓練時間の減少。 

・自発的でなく、指示待ちの隊員がいること。 

 ・指導者によって指導方法が違うこと。 

（ニーズの例） 

・若手隊員への知識・技術の伝承を見える化したい。 

・経験値に頼ることなく災害活動能力を向上させる訓練、研修を充実化させた

い。 

・初動対応、戦術等を自ら考える機会を作りたい。 

・限られた時間の中で効率的な訓練手法を取り入れたい。 

 

以上のような課題やニーズは全国の救助隊員に共通しており、個々が悩みなが

ら様々な検討を試みているものの、効果的な手法や適切な改善策を見出すことは

難しい状況である。また、消防本部によっては、本部内で救助隊長研修を実施す

るなど独自の取り組みを確立しているところはあるが、政令市などの規模の大き

い消防本部や中核市の一部に限られており、全国的にみると、業務の多様化や新

型コロナウイルス感染症等による人員や出動態勢の確保が優先とならざるを得
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ず、「人づくり」に関する組織的かつ具体的な支援策や体制づくりに苦慮している

消防本部が多いのが現状である。 

 

【人への着目】 

一般的に人材育成は、古今東西で数々の検討がなされているものの、特効薬の

ような改善策や明確な正解はない、と言われている。 

一方、「国民の生命、身体、財産を守る」消防職員として、とりわけ最も厳しい

局面での活動が求められる救助隊員は、救助現場の最前線において常に生身の人

間がいる状況に直面する。すなわちテクノロジーの進化やその恩恵による最新技

術を活用し、様々な高度資機材を導入・駆使しながら「それでも最後は、人の手

で人を助ける。」このことはいつの時代も変わらない。 

これまで消防庁では、様々な災害に対応するためのマニュアル作成、資機材・

車両などの整備などを行ってきたところであるが、こうした状況の変化や人材に

関する課題・ニーズに対応するため、このたびは救助活動の根幹・要である

「人」に焦点をあてて検討を行うこととした。 

 

【検討の経緯・アプローチ～救助隊長に焦点～】 

検討にあたっては、これからの時代に求められる救助を担う中核人材につい

て、人間工学、ヒューマンファクターズ及び心理学の有識者委員と消防本部委員

で構成する「救助技術の高度化等検討会」（以下、「検討会」という。）を開催し、

消防本部への実態調査や民間企業の人材育成の取組み、航空におけるＣＲＭ（Ｃ

reｗ Ｒesource Ｍanagement）の考え方などを参考にしながら、さまざまな角度

から検討を重ねた。 

救助活動を担う人材には、救助隊員、救助隊長、中隊長、大隊長など様々な立

場の者がいるが、検討会ではその中核人材である「救助隊長」に焦点を当てるこ

ととした。その理由として、「救助隊長」は、 

・災害時：現場で活動方針の選択・決定や隊員への指示を行う 

・平時：訓練の企画・指導を行う 

という役割を担っており、救助活動・救助隊員育成への影響力、ひいては現場活

動での波及効果が大きく、「救助隊長」の助けとなる検討成果を示すことができれ

ば、現場にとっても大きなサポートになると考えた。 

 

【検討成果】 

検討や調査を通じて、「理想的な救助隊長像」を明示するとともに、この理想像

を実現するために必要なマインド（心構え）、現場及び訓練指導の各場面で求めら

れる要素や行動、具体的なスキル等を細分化・整理して見える化した「中核人材

ガイドライン」を作成した。 

また、検討会では、救助隊長がより能力の高い救助隊員を育成指導する際に必

要なスキルや、内発的動機付け等の要素を取り入れた訓練手法についても検討し

た。こちらについては、訓練指導マニュアル及び動画を別途作成した。 
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これまで、救助隊長の育成は、本人の経験や責任感、自助努力に頼る傾向が強

く、極めて属人的であった。しかしこれからは、各消防本部が主体的かつ積極的

に救助隊長を育成していく必要がある。組織による育成体制の構築や育成環境の

整備、具体的支援策が必要条件である。そのうえで救助隊長本人の自覚と組織の

取り組みの両輪で持続的に育成していくものであるとの認識に立ち、本ガイドラ

インを活用していただくことをお願いする。 

 

【ガイドラインの活用にあたっての注意事項】 

なお、本ガイドラインを活用するにあたっては、以下の３点に注意すること。 

①あくまでガイドラインであり、記載内容がすべてではないこと（明確な改善策

や正解を示すものではなく、指針を示したもの）。 

②本ガイドラインを参考に、各消防本部、各救助隊が実状に即した、理想的な救

助隊長像を主体的に考え、育成していくこと。 

③本ガイドラインは、人事施策（昇任、異動等）に活用されることは想定される

が、人事評価の給与査定項目への活用として提供するものではないこと。 

④記載されている各項目について、当該人物に欠落していることを問題視すると

いうものではなく、よりいっそう高めていくという前進型の扱いをすること。 
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第２章 構成・用語 

【構成】 

 本ガイドラインは、以下で構成されている。 

１ 理想的な救助隊長像（第３章） 

救助隊長としての理想像のマインド（意識）、現場における理想的な救助隊長

像、訓練指導における理想的な救助隊長像の具体を示している。 

 

２ 理想的な救助隊長像総括表とガイドラインの活用方法（第４章） 

理想的な救助隊長像を細分化して総括的に整理した一覧表とガイドラインの

活用方法について記載している。 

 

３ 理想的な救助隊長像の解説（第５章、第６章、第７章） 

救助隊長としての理想像のマインド（意識）の解説、現場における理想的な救

助隊長像の解説、訓練指導における理想的な救助隊長像の解説をまとめている。 

 

４ 事例紹介（各消防本部の好事例／他業種の参考事例）（第８章） 
  消防本部が取組んでいる好事例を収集し、まとめている。また、他業種の参考

となる人材育成の取組みもまとめている。 

 

５ 参考資料（第９章） 

  検討会において、有識者から講義いただいたプレゼン資料をまとめている。 

 

 

【用語】 

ガイドラインで使用される主な用語について下記のとおり解説・定義する。 

１ ノンテクニカルスキル 

   コミュニケーション能力、リーダーシップ、チームワーク、状況認識力、観

察力、安全管理などのスキルのことであり、専門的スキル（テクニカルスキル）

を支え、組織目標の達成や円滑な組織運営に必要なスキルのことをいう。なお、

航空ではこれらのスキルを、CRM（Crew Resource Management）スキルと呼ん

でいる。 

  

 ２ マインド（意識） 

   意識、精神、心がけ等と同義であるが、本ガイドラインでは「救助隊長とし

て救助業務を遂行していく意向と心構え」をいう。 

 

 ３ 内発的動機付け 

   報酬や罰に基づく動機付けではなく、活動そのものが目的となる動機付けの

こと。 

 

 ４ Ｋｎｏｗ－Ｗｈｙ 

   「なぜこうなっているのか」「なぜそうするのか」など、そうすることの背

景や根拠。 
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５ 認知、メタ認知 

  認知とは、心理学的には、知覚する、想像する,情報収集する、解釈する、判

断する、決定する、行動する、学習する、記憶するなど、何かを認識・理解・

思考する心の働きや結果などのことを表す。ガイドラインでは、理想的な救助

隊長としての望ましい心の働きや理解のフレームのこという。 

メタ認知とは、自分自身を客観的に観察し、自分の認知（理想的な救助隊長

としての望ましい心の働き）を認識・把握して、それをコントロールできるこ

とを指す。 

 

６ 現場指揮者 

   現場活動において、部隊を指揮し、活動の決定権を有する者をさす。指揮本

部長、指揮官、指揮隊長、大隊長等、各消防本部で用いられる表現は異なるが、

ガイドラインでは、現場指揮者とする。 
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第３章 理想的な救助隊長像 

〈「理想的な救助隊長像」を示す趣旨・理由〉 

救助操法等の具体的な救助技術や資機材の使用方法は、各種の通知やマニュアル

が整備され、見える化されている。その一方で、「救助隊長」として何ができれば

よいのか、どのような態度で隊員に接するか等の救助隊長が担う役割や責任等は、

現場の先輩の姿や自らの経験を参考にして、隊長となった個人の受け止めに委ねら

れる傾向にある。 

しかし、職員の大量退職に伴って技術や知識の伝承が滞り、また、災害経験が少

ない隊員が増えている。さらに、救助技術の基礎となる火災も減少傾向にあり、救

助経験を蓄積することが難しい地域の消防本部もある。そして、隊員に対する指導

に必要な能力も変化している。従来のような経験則に頼るやり方では通用しにくい

状況が生じていると考えられる。 

このような状況をふまえて、今の救助隊長に求められる役割・責任・能力などを

コンパクトにまとめた「理想的な救助隊長像」を示すことにした。救助隊長や救助

隊長を目指す者が、救助隊長としての自らを振り返り、どうあるべきかを考え、自

分に足りない点などを把握し、自発的に成長を求めていくための「道標」となるこ

とを期待している。 

また、単に理想的な姿を示すだけでは、具体的な改善や成長につなげることは難

しい。そのため、『どのようなこと』を『どのようにできてほしいのか』を具体的

に示した「到達目標」や「構成要素」も記載することとした。 

 

〈検討過程、３つの理想像〉 

検討にあたっては、消防本部委員の経験や考え、意見を中心にしつつ、有識者委

員の研究分野の用語や概念、知見を付加し、各委員が持ち寄った要素を融合しなが

ら取組んだ。その結果として「理想的な救助隊長としてのマインド（意識）」「現場

における理想的な救助隊長像」「訓練指導における理想的な救助隊長像」の３つの

観点でまとめ、さらにこれらを構成する具体的な要素や到達目標も追記した。 

理想像を３つの観点で示した理由は、救助隊長の役割と責任として災害時におけ

る救助の「現場」と平時における「訓練指導」の２つがあることから、この２つに

直面したときの道標となる理想像が必要と考えた。また、この２つの役割と責任を

果たす上で、どのように臨むべきか・向き合うべきかという「マインド（意識）」

のあり方については基盤となるため、「マインド（意識）」についての理想像も示す

こととした。 

救助隊長はこれらを理解することで、既に身に付けていること、あるいはこれか

ら身に付けていきたいことを明確に把握することができる。そのうえでさらに、自

分自身に何を課して、それをどのように獲得し高めていくのかを認識できる。そう

なればあとは、具体的に行動していくのみであり、行動を通して救助隊長の役割と

責任を着実に果たしていく良好な効果が生まれる。 

以上のような問題意識、検討等を踏まえて、次のように「マインド（意識）」「現

場」「訓練指導」の３つの理想像をまとめた。なお、ここでは理想的な救助隊長像
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を示すことにとどめ、具体的な活用方法や解説は次章以降で示す。 

 

１ 理想的な救助隊長としてのマインド（意識） 

具体的な救助技術、知識、人材育成の支援手法を身に付けていることを前提に、 

 

・救助人材の育成と救助隊の成長に熱意を持ってかつ積極的に尽力し、 

・高い使命感と責任感、強いリーダーシップ、広い視野を持ち、 

・隊員を育成するとともに、上司を補佐（現場活動における現場指揮者への

報告・連絡・打診を含む）し、 

 

いかなる状況であっても「人を救い、助け、守る」ために最善を尽くすことが

できる救助隊を作り上げ、救助隊長としての誇り、自信、自制心を貫くことが

できる。 

 

理想的な救助隊長としてのマインド（意識）を構成する要素 

①自らが、自らを律し、周りから信頼される救助隊長としての役割、救助技術、

知識及び人材育成支援手法について、常に学び続けることができる。 

②自らが、規律とパワーハラスメントの違いを理解し、隊員への指導育成行動

をすることができる。 

③隊員に、心理的に安全な場所を提供できる。 

④隊員に、良い学習機会を提供できる。 

⑤隊員の、自発的な意識（内発的動機付け）を高めることができる。 

⑥隊員の、自信（自己効力感）を高めることができる。 

⑦隊員の、自律性を高めることができる。 

⑧上司への、補佐（現場活動における現場指揮者への報告・連絡・打診を含む）

をすることができる。 

⑨全隊員で、救助隊は、誰のために、何のために、どういう存在であり続ける

のかを考え、その認識を共有することができる。 

 

２ 現場における理想的な救助隊長像 

救助活動現場において、 

   

・災害現場の状況を分析し、 

・救助資機材及び救助方法を適切に選択・決定し、 

・現場指揮者による救助活動方針の決定を支援し、 

・隊員に具体的に指示下命し、 

・活動中の隊員及び要救助者の安全を常に評価、確保し※、 
     ※）確保には、指示の追加、方針や救助方法の変更などを含む 

      

安全・確実・迅速に要救助者を救出することができる。 

 

理想的な救助隊長像を実現するための到達目標 

  ①災害現場の状況を的確に分析できる。 

②災害状況に応じた適切な救助資機材の選択ができる。 
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  ③要救助者への負担が最小限となる救助方法を選択・決定し、現場指揮者によ

る救助活動方針の決定を支援することができる。 

  ④現場指揮者による救助活動方針と決定した救助方法に基づき、隊員の技量や

能力に応じた指示下命ができる。 

  ⑤要救助者に配慮し、かつ、活動を分析・評価し、隊員の安全管理ができる。 

  ⑥現場指揮者に活動状況を適時適切に報告できる。 

  ⑦必要に応じ、関係機関等と適切に連携できる。 

  ⑧事案後、救助活動を振り返り、今後の実災害や訓練に活かすことができる。 

 

３ 訓練指導における理想的な救助隊長像 

訓練指導では、 

 

・隊員に適した訓練を企画立案し、 

・隊員に明確な実施理由や到達目標を示し、 

・訓練中の隊員の安全を常に確保し※、 
     ※）確保には、指示の追加、訓練内容や方法の変更、中止などを含む 

 

救助活動現場において、隊長の指示下命のもと、安全・確実・迅速に行動でき

る隊員を育成できる。 

 

理想的な救助隊長像を実現するための到達目標 

  ①救助活動に関する法的な知識を隊員に説明することができる。 

②訓練計画に基づき、隊員に適した訓練を企画立案できる。 

  ③各隊員の技量、体力、性格に応じた明確な到達目標を設定できる。 

  ④災害状況に応じた救助方法（資機材や各種救助法の組み合わせ）について指

導できる。 

  ⑤訓練時の安全管理や危険予測、危険排除について、具体的な指示、準備を行

うことができる。 

  ⑥訓練実施後は、必ず評価、講評（褒める、認める、課題の提示等）を行い、

技術の定着と練度を向上させることができる。 
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第４章 理想的な救助隊長像総括表とガイドラインの活用方法 
４ー１ 理想的な救助隊長像総括表 

第３章では理想的な救助隊長と構成する要素や到達目標を示したが、理想的な

救助隊長像を目指して各到達目標を達成していくためには、目標達成に資する具

体的な取組みを「見える化」する必要がある。そのため、３つの「理想的な救助

隊長像」ごとに、構成要素、到達目標とそれらの達成や改善につながる専門的知

識や技術、態度等をまとめたのが「理想的な救助隊長像総括表」である。 

３つの「理想的な救助隊長像」ごとに、構成要素（マインド編）、到達目標（現

場・訓練指導編）とそれらに対応する専門的知識、専門的スキル、態度・認知、

ノンテクニカルスキルをまとめている。 

 

４ー２ 理想的な救助隊長像に近づくための４つの要素 

理想的な救助隊長像を目指す、到達目標の達成に向けては「有すべき専門的知

識」、「有すべき専門的スキル」、「心がけていきたい態度・認知」、「高めていきた

いノンテクニカルスキル」という以下の４つの要素を身に付ける・改善していく

ことがその助けとなると考えた。 

① 有すべき専門的知識 

  救助活動、訓練指導で必要不可欠なものであり、救助隊長として「有すべき」

知識である。 

現場においては、状況分析、救助資機材、活動方針、指示下命、安全管理、

報告、関係機関連携、活動後の振り返り等を挙げている。 

訓練指導においては、関係法令等、訓練の企画立案、訓練指導、救助資機材、

安全管理、訓練後の振り返り等を挙げている。 

② 有すべき専門的スキル 

  救助活動、訓練指導で必要不可欠なものであり、救助隊長として「有すべき」

スキルである。 

現場においては、情報収集、実態把握、状況に応じた救助資機材の選択、要

救助者の把握、救助方法の選択・決定、隊員の役割分担、要救助者の負担軽減、

安全管理、現場指揮者への報告、関係機関との連携、活動後のふりかえり等を

挙げている。 

訓練指導においては、隊員の適性把握、救助資機材・各種救助法、安全管理、

訓練後の振り返り等について挙げている。 

③ 心がけていきたい態度・認知 

  救助隊長として心がけていきたい態度・認知である。ここで言う「認知」と

は、理想的な救助隊長としての望ましい心の働きや理解のこという。 

救助隊長の任に当たる者は、すでに相応に身に付けているものと期待される

が、それらをさらに伸ばしていくよう心がける。その際には、自分自身を内省

し、一度に実現することは不可能であるため、少しずつ着実に取組み、実現し

ていくこと。ここで言う「認知」とは、理想的な救助隊長としての望ましい心

の働きや理解のことをいう。 
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  マインド（意識）においては、自分の内面に向けた自律や自らの成長、前向

きで明るい姿勢と仲間に向けた信頼関係、育てる意識、Ｋｎｏｗ－Ｗｈｙなど

の観点で意思決定する態度、パワーハラスメントを避ける態度、などをあげて

いる。 

  現場においては、状況分析のための冷静・平常心、資機材使用の学習意欲・

研究・探究心、指示下命や隊員の技量や能力を把握するための信頼、要救助者

への思いやりや礼節、安全意識などをあげている。 

  訓練指導においては、法令・基準に関する学習意欲、隊員が自ら考えること

についての信頼・相手へのリスペクト、隊員の成長を期待した熱意と冷静さ（感

情のコントロール）、訓練目的・到達目標を達成するための中長期的思考、「訓

練の計画→実施→振り返り→改善・向上」のサイクルを回すＰＤＣＡの意識な

どをあげている。 

④ 高めていきたいノンテクニカルスキル 

  救助隊長が身に付け、発揮し、高めていきたいノンテクニカルスキルである。

③と同様に、救助隊長の任にある者は、すでに相応に身に付けているものと期

待されるが、それらをさらに伸ばしていくよう心がけることが望ましい。 

  ノンテクニカルスキルについては、「ノンテクニカルスキルは“テクニカル

スキルを補って完全なものとする、認知的、社会的、そして個人的なリソース

のスキルであり、安全かつ効率的なタスク遂行に寄与するもの”と定義されて

いる。いわば、テクニカルスキルがステーキの肉ならば、ノンテクニカルスキ

ルは塩胡椒のようなものである。テクニカルスキルあってのノンテクニカルス

キルであることは留意すべきである。技術は進歩するからテクニカルスキルは

技術の進歩に伴う生涯勉強だが、ノンテクニカルスキルは、一度身に付ければ、

それほど大きな進歩があるというものではなく、生涯有効であり、あとは実践

あるのみである。」（小松原明哲「安全人間工学の理論と技術 ヒューマンエラ

ーの防止と現場力の向上」丸善出版より一部改変引用）と述べられており、こ

の考え方に基づき有識者委員からの助言を得て整理している。 

マインド（意識）においては、現場や訓練に求められるようなテクニカルス

キルはないが、マインド（意識）を高めたり、維持する要素としてのノンテク

ニカルスキルを挙げている。「学習と成長を促す自己啓発力・自己探究力・内発

的動機付け」、「コミュニケーションとリーダーシップ・チーム作り」、「客観的

な態度の育成のためのメタ認知」などである。 

現場においては、「現場管理能力としてのリーダーシップ」、「現場指揮者の救

助活動方針決定の支援に関するコミュニケーション能力（わかりやすい説明）」、

「要救助者の負担を軽減するための接遇（声かけ・励まし）」、「隊員の安全管理

のための観察力」、「事案後の建設的なふりかえりのための心理的安全性・傾聴

力」などをあげている。 

   訓練指導においては、「企画立案に関する企画力・計画力」、「隊員の業務適

性を把握する観察力・洞察力」、「指導において必要な表現力」、「隊員の技術の

練度を向上させるために必要な分析・評価力」などをあげている。 
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なお、ノンテクニカルスキルが身に付いているかの評価を行う場合は、一般

に 

・自己評価（自身で◎、○、△、×をつけながら振り返る）、 

・行動の振り返り（自身の言動の動画撮影等）、 

・第三者（オブザーバーや同僚、部下など）によるヒアリング、評点づけなど

を組み合わせて評価する。 

 

※ ここに３つの総括表（Ａ４版）を挿入 ※ 

 

４ー３ ガイドラインの活用方法 

  本ガイドラインの活用にあたっては、セルフチェックなどに日頃から活用でき

る「理想的な救助隊長像総括表」がメインのツールとなり、その内容を理解した

り、改善を図るにあたって解説や事例がサポートツールとなると考えられるとこ

ろであるが、想定される活用方法としては以下のようなものがある。 

 

（１）個人による活用 

ア セルフチェック（対象：現在救助隊長である者） 

（ア）現時点で、自分に身に付いているスキルや自分が持っている能力を客観

的に把握するために活用する。 

（イ）把握した自分のスキルや能力を、さらに伸ばすための具体的な行動を起

こすために活用する。 

（ウ）今後、身に付けたいスキルや獲得したい能力を考え、主体的かつ具体的

な行動を起こすために活用する。 

 イ キャリア形成の動機付け(対象：これから救助隊長を目指す隊員) 

（ア）救助隊長を目指すにあたって、現時点で自分自身に身に付いているスキ

ルや自分が持っている能力を客観的に把握するために活用する。 

（イ）今後、救助隊長を目指すにあたって、把握した自分のスキルや能力を、

さらに伸ばすための具体的な行動を起こすために活用する。 

（ウ）今後、救助隊長を目指すにあたって、身に付けたいスキルや獲得したい

能力を考え、主体的かつ具体的な行動を起こすために活用する。 

 

（２）組織（消防本部や救助隊）による活用 

ア 助言・指導 

（ア）上司や先輩救助隊長から新任救助隊長に対して、助言・指導する際に活

用する。 

（イ）組織が、現在救助隊長である者やこれから救助隊長を目指す隊員に対し

て、例えば救助隊長向けのリーダー研修や教養等の支援策を検討、実施す

る際に活用する。（救助隊長を評価する際、単なる「できている」「できて

いない」の項目チェックではなく、できていることに着目して評価するこ

とからはじめ、本人が自ら考え、良いところはさらに伸ばし、現時点で課

題とされた項目については、今後望ましい行動に変容するような支援・助
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言を与えるために活用する。） 

イ 救助隊長育成方法の改善・検討のための参考 

  （ア）既に救助隊長の育成に取組んでいる消防本部においては、既存の育成プ

ログラムとガイドラインを照らし合わせて、さらなる改善や新たな取り組

みの参考として活用する。 

  （イ）現時点で救助隊長の育成プログラムがなく、今後、育成の取組みを進め

ていく消防本部においては、実状に応じた育成プログラムを作成する際

の参考として活用する。 
ウ プラットフォーム（救助隊長の育成を検討するためのツール） 

各消防本部、各救助隊の地域事情や災害形態等を踏まえて、本ガイドライ

ンにさらに付加すべき専門的知識、専門的スキル、態度、ノンテクニカルス

キルなど、自組織に見合った救助隊長（中核人材）育成について話し合い・

検討するための「プラットフォーム」（場・議論の素材）として活用する。 

 

 

【第 4 章の理解度チェック表】 

項 目 
理解度チェック 

◎ ○ △ × 

４－１ 理想的な救助隊長像総括表（Ｐ●）     

４－２ 理想的な救助隊長像に近づくための４つの要素（Ｐ●）     

４－３ ガイドラインの活用方法（Ｐ●）     
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第５章 理想的な救助隊長としてのマインド（意識）の解説 

本章では、理想的な救助隊長像としてのマインド（意識）について解説する。具

体的には、「理想的な救助隊長としてのマインド（意識）を構成する要素」につい

てまとめるとともに、「心がけていきたい態度・認知」及び「高めていきたいノン

テクニカルスキル」は特に重要な項目についてピックアップしている。 

 

○理想的な救助隊長としてのマインド（意識） 

具体的な救助技術、知識、人材育成の支援手法を身に付けていることを前提に、 

 

・救助人材の育成と救助隊の成長に熱意を持ってかつ積極的に尽力し、 

・高い使命感と責任感、強いリーダーシップ、広い視野を持ち、 

・隊員を育成するとともに、上司を補佐（現場活動における現場指揮者への

報告・連絡・打診を含む）し、 

 

いかなる状況であっても「人を救い、助け、守る」ために最善を尽くすことが

できる救助隊を作り上げ、救助隊長としての誇り、自信、自制心を貫くことが

できる。 

【趣旨・ポイント】 

 「救助隊長」は一つの「役割」であり、階級に伴う職責です。救助隊長は、救

助技術・知識を身に付け、隊員の育成をリードする役割を担う立場です。つまり、

隊員を一つの目標に向けて統率、鼓舞し、チーム力を発揮させる役割を担ってい

ると考えるべきです。具体的にいえば、救助隊長は、いかなる状況であっても「人

を救い、助け、守る」ために最善を尽くすことのできる救助隊を、 

・平時の教育訓練を通して育てる 

・災害時には現場で統率を執る 

という役割と責任を果たす者です。 

こうした役割と責任を果たしていくためには、現場活動・教育訓練という実践

の場に臨む前に、救助隊長という役割と責任に真摯に向き合う「マインド（意識）」

がすべてのベースになります。 

救助隊長には、救助業務の経歴が長く経験豊富な者、すべての面において隊員

より優れている者、カリスマ性がある者などがあり、こうした救助隊長は自らの

能力を積極的に高めることとあわせて隊員を育成しているでしょう。一方、課題

解決力に優れている者、調整力に長けている者、救助経験はないが職責として任

された者などもあり、こうした救助隊長は、自らの能力向上と隊員の能力向上の

双方への取り組みが求められ、日々地道な努力と勉強を積み重ねながら自身の育

成と隊員の育成を進めているところでしょう。このように、消防本部の組織力や

実状により救助隊長を任されている者は様々です。 

それぞれの救助隊長が上記のような「救助隊長としての役割と責任を果たす」

ことが求められており、この前提として、いかなるタイプの救助隊長であっても

「隊員とともに自分も成長しようとするマインド（意識）」を持ち合わせること、

また、上司の意向を理解し、救助隊に求められていることを実行することで上司
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を補佐し、現場では現場指揮者に適時適切な報告・連絡を行い、必要な支援を打

診することが重要です。 

自身を過信することなく、また過小評価することなく、堂々とかつ粛々と救助

隊長として成長していけば良いのです。そのような姿勢に対して隊員や上司は、

信頼を寄せるようになります。救助隊長としてどのような意識・姿勢・心構えを

持つかをまとめたのが上記の理想像となります。 

【留意事項】 

 前提として「具体的な救助技術、知識、人材育成の手法を身に付けていること」

と記載していますが、全国的には救助経験の少ない救助隊長も多く、特に人員の

限られている消防本部ではそのような傾向があります。 

 誰もが認める高い技術、知識を持って最前線でリードする救助隊長もあれば、

隊員とともに学習・経験しながら成長していく救助隊長も、あるべき姿の一つで

あると考えます。救助隊を育て、災害時に統率・運用する能力は、自らが高度な

救助技術を持つこととは別の能力です。自分より優れた技術を持つ部下がいても

おかしくはなく、そうであれば、その部下が輝けるよう、現場では隊長は支援役

に回ればよいだけです。何よりも大事なのは、上記のマインド（意識）を持って

救助隊長という職務に臨む姿勢であると考えます。 

 

５－１ 理想的な救助隊長としてのマインド（意識）を構成する要素 

 

（１）自らが、自らを律し、周りから信頼される救助隊長としての役割、救助技術、

知識及び人材育成支援手法について、常に学び続けることができる。 

 【趣旨・ポイント】 

救助隊長は、救助隊を率いるリーダーであるがゆえに、隊員から見られる立場、

参考にされる立場にあります。隊員は、救助隊長の姿勢と言動が一致しているか、

ウソ偽りはないか、自分たちを大事に思ってくれているか、などを感じ取ってお

り、救助隊長の振る舞いから、信頼できる救助隊長か否か、を見極めようとして

います（このことはご自身が隊員であったときのことを考えれば、容易に理解が

出来ると思います）。隊員は、救助隊長の言動や振る舞いを基準に自身の言動の

善し悪しを判断したり、自身の行動の許容範囲を設定することもあるため、救助

隊長は大きな影響力があります。よって、救助隊長は自らの姿勢、言葉、行動が

一貫していることが隊員からの信頼に直結することを認識する必要があります。 

救助隊長の姿勢や言動の善し悪しについて、隊員が直接指摘することはなかな

かできません（このこともご自身が隊員であったときのことを考えれば、容易に

理解が出来ると思います）。よって、自分の言動が一致しているかを確認し、自

らを律していく必要があります。この前提に立ってこその現場活動、訓練指導で

あり、自らの救助技術、知識について維持向上に努めることは無論のこと、本ガ

イドラインにも記載しているような様々な人材育成を支援する具体的手法につ

いて学ぶ姿勢を持ち続けることが重要です。 

「自らの役割と責任を果たす姿勢」と「理想的な救助隊長を探求する姿勢」を
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体現し、前向きな努力を続けることによって、救助隊長としての能力は高まり、

自ずと周囲からの信頼と支援が得られるようになります。 

【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

○階級昇進時に受けた教育や研修資料を再確認し、気持ちを新たにするととも

に、上位階級者として後輩の手本となり、安心感を与える言動を具体的に考

え、自然な形、自然なタイミングで試してみる。 

○自身が尊敬する人物（両親、先輩、偉人等）が使っている言葉や意識してい

る行動を真似てみる。 

 【留意事項】 

上記の趣旨・ポイントのなかで「救助隊長の姿勢や言動の善し悪しについて隊

員が直接指導することはなかなかできません」と記載していますが、心理的安全

性（後述）が確保され、コミュニケーションが豊富な救助隊・職場であれば、隊

員から救助隊長への指摘や助言も期待できます。救助隊長・隊員という立場や上

下関係に囚われ過ぎずに、隊員から指摘や助言をもらうことは、自ら学び、知識・

技術を高めるチャンスでもあります。平時や教育訓練時に、あえて自らそのよう

な場面を作ってみるのも良いかもしれません。 

 

（２）自らが、規律とパワーハラスメントの違いを理解し、隊員への指導育成行動

をすることができる。 

【趣旨・ポイント】 

救助隊は、人命救助という崇高な使命を果たすため、業務の中に規律や厳しさ

を求める傾向があります。規律は、明確な指揮命令や安全・確実・迅速な救助活

動を実現するために必要なものです。しかし、そうした考え方が行き過ぎた指導

（時にパワーハラスメント）につながってしまうおそれもあります。 

不安定な活動環境下で、隊員に不安全な行動が見られる場合、救助隊長は緊急

的に危険を回避し、制止や再発防止を目的として、その行動に対して厳しい指摘

を行い、隊員に過度に規律を求めることがあります。このような規律や厳しい指

摘は、救助隊長が意図や目的を持って「放置すれば危険な状況となる行動」や「避

けるべき行動」に対して限定的に行うからこそ効果があるものです。 

教育訓練時に指摘を行う際は、理由やねらいを隊員に伝え、隊員が理解して改

善につなげていくことが必要です。また、活動の最中はそのような余裕はないと

思われますが、活動は隊員の意識が最も高まり、成長を得るための大きなチャン

スであり、活動後の振り返りの際に、なぜこのような指摘や規律を求めたのかを

説明し、隊員と救助隊全体の成長につなげていくようにすべきです。 

一方で、こうした意図や目的が曖昧で、四六時中、厳しい規律やコミュニケー

ションが常態化している職場は、一部の職員による優位性の誇示や無用の圧力、

競争心を煽る雰囲気や過剰な承認欲求などの影響を受け、職場全体に心理的安全

性（後述）がなく、不安感や恐怖心が蔓延していくおそれがあります。さらには

隊員の不安全な行動や危険回避等に対してではなく、自身の威厳や立場を保つこ

とを主眼として、隊員の人格や内面に対して厳しい態度や過度な要求が呈されれ
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ば、パワーハラスメントに当たります。 

救助隊長はこの違いを理解して、適切な規律や厳しい指摘を行使することが求

められており、隊員への育成指導はこの前提に立って行う必要があります。 

 【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

上記の趣旨・ポイントをふまえたうえで、平成 30年に総務省消防庁が作成し、

ホームページにも掲載してある「ハラスメントのない職場の実現をめざして（管

理監督者のためのテキスト・職員のためのテキスト）」や自身が受講したパワー

ハラスメント研修資料を見直すなど、パワーハラスメントの本質的な理解を深め

るとともに、消防の職場に発生しがちな事例や注意すべき点について、隊員とと

もに共有しましょう。 

＜参考＞消防庁ハラスメント等対応策 

https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/harassment/harassment001.

html 

 【留意事項】 

  規律とパワーハラスメントの違いについて上司や隊員との認識を合わせる際、

個々の職員によって認識や理解の度合いに差がある場合があるため、職場内研修

やパワーハラスメント防止期間などの機会や環境にあわせて、理解を深めるよう

にしましょう。また、組織の相談窓口などに相談・支援を求めても良いかもしれ

ません。 

 

（３）隊員に、心理的に安全な場所を提供できる。 

 【趣旨・ポイント】 

「心理的安全性」という言葉があります。これはハーバード大学で組織行動学

を研究しているエイミー・Ｃ・エドモンドソン教授が論文で発表したものであり、

「チームの他のメンバーが自分の発言を拒絶したり、罰したりしないと確信でき

る状態」と定義されています。（リクルートマネジメントソリューションズＨＰ

から一部引用）心理的安全性が高いチームでは、個人が安心して仕事に集中でき

る、お互いの意見やアイデアを出し合って組織に建設的な取組みや改善が生まれ

る、その結果メンバーのポテンシャルが最大化できる、チームの目指すビジョン

が明確になる、生産性が向上するといった良い効果が生まれます。 

この定義に基づいて救助隊における心理的安全性を考えると、「救助活動や訓

練の実施、あるいはこれらの振り返り、専門知識や専門技術についての検討等を

行う際に、隊員達が不安やおそれを感じることなく、安心して意見や疑問点を発

言できる状態」と考えられます。 

訓練では上手くできるのに現場で失敗してしまう、個人訓練ではできることが

救助隊長や先輩の前ではできない、振り返りの時に緊張・萎縮して自分の考えや

思っていることが言えないなど、隊員一人ひとりが持っている能力や実力が発揮

できない要因の一つに心理的安全性が不足した環境が考えられます。こうした環

境では、一部の隊員の言動や主張が場を支配していまい、建設的な議論や意見交

換は困難になります。これが常態化すると、高い能力を持っている他の隊員のモ

https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/harassment/harassment001.html
https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/harassment/harassment001.html
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チベーションは徐々に低下し、最悪の場合は離脱してしまうこともあります。 

救助隊は、消防業務のなかでも過酷な局面での活動が求められることから、厳

しい規律や階級、年齢、経歴、経験年数等による序列、目に見えないプレッシャ

ーが存在します。その一方で、限られた隊員の全員が持っている能力を十二分に

発揮して、安全を確保しながら、要救助者の救出のために最善を尽くすことが求

められています。救助隊長は率先して、隊員が安心して発言し、意思表示できる

環境を提供することが重要です。 

これを実現するためには、隊員一人ひとりの特性を把握するとともにそれぞれ

が持ち合わせている長所や能力を救助隊内で認め合う雰囲気と環境を作ってい

く必要があります。そのためには、まずは救助隊長が率先して、隊員を肯定する

言動（褒める、称える、認める）を示していくことが重要かつ最良の方法です。 

 【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

 ○Ａ消防本部における訓練の振り返りでは、まず隊員に話をさせたりや意見を述

べさせ、その後に訓練指導者が助言や評価をしている。 

 ○Ｂ消防本部における訓練では、押しつけや威圧的にならないよう注意し、隊員

の意向や考えを確認しつつ、相手に問いかけるようにして、訓練を進めている。 

 ○Ｃ消防本部では、週に２回 21時以降に 15分～30分の「教養時間」を設けて、

コミュニケーションを図っている。テーマに制限はないため、発表者が任意に

テーマを決めて、参加者に対してテーマに関してプレゼンするといった内容で

ある。「教養時間」は、否定や遮るようなことをせずに、傾聴し、良い雰囲気

の中で意見交換ができるように努めている。 

○大手民間航空会社では、操縦士の養成において、楽しくフライトしてもらうこ

とと同時に、人間はエラーをするものと認識したうえで、それをチームでカバ

ーするという考えを持っている。また、フライト前のブリーフィングでは、機

長もエラーを起こす人間だから「何かおかしいことがあったら、遠慮なく意見

を言ってね。」というように、個々が意見を出しやすい雰囲気作りをしている。 

 【留意事項】 

  心理的安全性を過度に求めてしまうと、本来尊重すべき健全な人間関係や上下

関係などの境界が曖昧になり、そのことで新たな不安や恐れを引き起こす可能性

があります。救助隊の任務を遂行するためには、一定の上下関係や規律は必要で

すし、相手を尊重したり、認めながらも言うべきことを言い、守るべきルールは

守るなど、職場における基本的な人間関係や職場環境は確保されなければなりま

せん。心理的安全性はあたたかい職場づくりを指すものではなく、また、規律や

基本的な人間関係を無視することを意味するものでもありません。「要救助者の

救助」という我々の使命を達成するために、救助隊長を含む隊員全員が、より建

設的に発言できる職場環境を指すことと理解すべきです。 

 

（４）隊員に、良い学習機会を提供できる。 

 【趣旨・ポイント】 

ここで言う良い学習機会とは、隊員の有している個々の能力を発見・整理して、
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その能力を高めるための機会を与えることです。例えば、以下のような機会を提

供することが考えられます。 

・訓練において救助隊長役を任せてみる 

・当該訓練の企画立案、目的、到達目標、訓練準備、訓練進行（救助隊長役）、

訓練後の振り返り、といった一連の流れを任せる 

・他隊や関係機関との訓練調整を担当させる 

・消防学校や所属内研修時の指導役を任せる 

・外部の研修の受講の機会を与える 

  学習機会を提供する際に重要なことは、提供する意図や目的、期待することを

明確に隊員に伝えることです。提供された学習機会を通して自身の能力を高め、

救助隊への高い貢献度を得られるような動機付けをすることができます。 

 【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

○Ｄ消防本部では、市が主催するＫｎｏｗ－Ｗｈｙ教育の研修を受講させ、それ

に基づいた指導を実施したり、消防大学校や県消防学校への入校機会を設け、

そこで得た学んだ知識や経験を指導体制に役立てている。 

【留意事項】 

上記に「個々の能力を発見・整理」とありますが、救助隊長が隊員に学習機会

を提供する際、闇雲に提供するのではなく、訓練等を通じて把握した隊員の能力

や成長させたい点や隊員からの声をよく聞くなどして把握した学習意欲をふま

えて、適合する学習機会を提供するようにしましょう。 

 

（５）隊員の、自発的な意識（内発的動機付け）を高めることができる。 

【趣旨・ポイント】 

「内発的動機付け」とは、報酬や罰に基づく動機付けではなく、活動そのもの

が目的となる動機付けのことです。外的要因による動機付けよりも自らの内側か

らの内発的動機付けのほうが、責任感や持続性、健全性、創造性が高いと言われ

ています。内発的動機付けは受動的な状態では促進されず、救助隊長による隊員

への自発性の支援が、隊員の内発的動機付けを高めることになります。具体的に

は、救助隊長は、次のような取り組みを通じて隊員の内発的動機付けを高める支

援を行うことできます。 

①可能な範囲で裁量を与えること（自律性） 

②意味のある挑戦機会を与え、それを自分でやり遂げた達成感とそれに対す

るフィードバックを与えること（有能感） 

③隊員が今いる段階、隊員に何を求めているのか、Know-why（なぜそうする

のか、なぜそうするといいのか）を伝え、そしてオープンに話を聞き、考

える時間を与えること（関係性） 

隊員が自ら行動することで、救助隊全体に良い雰囲気が生まれ、成果も上が

り、あるいは問題解決に繋がり、隊員自身も職務に対する高い満足感を得るこ

とができます。 

【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

上記のような内発的動機付けを促進するための支援について、救助隊長は、普
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段のコミュニケーションや訓練、現場活動を通して把握した能力、隊員の勤務態

度、姿勢、性格や長所を踏まえて、①については得意分野の訓練や現場活動を任

せてみることで、積極性や探究心を通じた自発性を促すこと。②については隊員

の能力よりも少しだけ高い難易度の目標を設定して挑戦機会（時間、場所、資機

材、人員）を与え、その達成度合いについて建設的にフィードバックすること。

③についてはコミュニケーション、特に穏やかな伝達と丁寧な傾聴で臨むととも

に、場所や時間、タイミングにも配慮すること。また①と②を踏まえて段階的に

実施しても良いでしょう。 

【留意事項】 

隊員の技量向上と内発的動機付けを高めるためには、訓練において隊員の能力

を多少超える裁量や挑戦機会を与えることは有益ですが、危険領域に踏み込む挑

戦や、過剰に結果を求めることは避けなくてはなりません。さらに丸投げ、本人

任せといった無責任な支援とならないように注意しましょう。 

 

（６）隊員の、自信（自己効力感）を高めることができる。 

【趣旨・ポイント】 

ここでいう自信（自己効力感）とは、「必要な目標を達成する能力があると、自

分の可能性を認知していることであり、成功・失敗を経験しながら、最も適切な

行動を選択し、それを遂行することができると認識していること」をいいます。

自己効力感が高いほど、困難な作業であってもそれに積極的に取り組もうとして、

結果的に成功をもたらすことが多いのです。 

現場活動も訓練も大小の成功と失敗が混在しています。救助隊長は、単なる「で

きた、できなかった」という結果で評価するではなく、隊員とともに、客観的か

つできる限り詳細に活動内容を振り返ることで今後のより望ましい方策を見い

だすことに努めることが重要です。 

具体的には、 

①成功も失敗も「なぜその結果になったのか」という視点で分析して改めて評価

する。 

②その際、忌憚のない意見を交わしながら検討し、「今後、さらに良くするため

にどうしていくか」を明らかにします。 

③それらをさらに具体的な行動やスキルレベルまで細分化し、訓練や現場活動で

実践していきます。 

④実践した結果、効果が得られれば隊員にそのフィードバックを行い、隊で成果

を共有することで、隊員の自信（自己効力感）を高めることができます。 

こうした取り組みを通じて、隊員が問題解決能力に関する自信を高め、成長し

ていく姿を目の当たりにしていくことで、同時に救助隊長自身の自信（自己効力

感）も高まります。 

【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

  救助隊長は、現場活動でも訓練でも必ず「振り返り」を行う習慣をつけ、その

振り返りでは心理的安全性を確保し、自信（自己効力感）を高めやすい環境、雰
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囲気をつくることが重要です。 

【留意事項】 

  隊員の自信（自己効力感）を高めるだけでなく、救助隊長自身の自信（自己効

力感）を高めることも重要ですので、救助隊長の任務についての自身の成功も失

敗も積極的に隊員と共有するようにして、隊としての成長につなげる姿勢を持ち

ましょう。 

 

（７）隊員の、自律性を高めることができる。 

【趣旨・ポイント】 

自律性とは、自分の意思で行動を持続させることであり、救助隊においては、

隊員が自ら仕事の目標を設定でき、仕事への価値や意義を見いだすことができる

ことをいいます。隊員の自律性を高めるためには、可能な範囲で裁量を与えるこ

とが有効です。例えば、訓練の企画立案、外部機関との連絡調整、資機材や消耗

品の維持管理などにおいて、裁量を持たせて業務を任せるなどです。あるいは、

救助隊長が一定の知識や技量を見極めた上で、現場で新たな役割（救助活動の前

線隊員であるＲ１やＲ２）を任せ、現場の局所的情報収集や評価、救助方法を進

言させることも良いかもしれません。 

こうした裁量を与えられた隊員は、自分が信頼されていると感じ、自覚とモチ

ベーションが高まります。さらなる信頼獲得への意欲が高まり、自ら考え、工夫

するようになります。 

反対に、隊員に裁量を与えたものの、迷いや消極的な言動が見られる場合は、

救助隊長はそれを放置することなく、 

・隊員にしっかり耳を傾けて、何が不安なのか、迷いなのか、話を聴く 

・隊員の状態をきちんと把握するように努める 

・隊員の言葉に対して、同意を示し、圧力のない言葉を使って指導を伝える 

など、つまり上から目線で接するのでなく、その隊員のところに自分が下りてい

き、その隊員とともに前を向いて進む姿勢が必要です。 

こうした姿勢で隊員と接し、その隊員が任された業務（与えられた裁量）を安

心して進められるよう支援することが重要です。 

【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

 ある程度の自由な裁量が許されると、一つ一つの行動について「なぜそうするの

か」考える機会が与えられ、結果としてその活動により熱心に取り組み、より楽し

むことが分かっています。また、誰でも生まれつき「自分自身を試したい、より上

手くなりたい」という欲求を持っています。この欲求を満たすのは、自分にとって

意味のある挑戦をし、ベストを尽くすことです。そのためには自発的なモチベーシ

ョンが高まる挑戦が必要であり、その最適な目標レベルとして、本人が限界と感じ

る難易度よりも 10％程度高い水準に設定することが効果的である、という研究結

果もあります。救助隊長は、隊員に裁量を持たせる際には、こうした科学的な根拠

を参考にしても良いでしょう。 

参考：別添資料（慶應義塾大学理工学部管理工学科 中西美和教授）「効果的な
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消防救助活動のための自律支援的な教育・訓練」Ｐ９～16 

【留意事項】 

 隊員の自律性を高めるために与える裁量は、業務や任務の適性範囲から与えるこ

ととし、かつ隊員の能力（知識、技量）を大きく超える裁量を与えることのないよ

う注意してください。大きく超えると失敗し、挫折につながります。また自分で対

処できない危険領域に踏み込むことにもなります。 

 

（８）上司への、補佐（現場活動における現場指揮者への報告・連絡・打診を含む）

をすることができる。 

【趣旨・ポイント】 

 救助隊長は、隊員の育成だけでなく、上司への補佐も重要です。上司との積極的

なコミュニケーションを通して、救助隊に対する上司の考え方や課題等について、

把握し、双方で共通認識を形成してそれを具体的に実行しましょう。例えば、救助

隊長は組織活動における救助の専門家としての側面から、 

・自身や隊員の能力、救助隊のチーム力についての状況や変化についての報告 

・新たな資機材の情報提供 

・災害事例（他都市の事例を含む）における奏功事例及び課題の共有 

・上司の救助活動における知識や判断力・決断力を高めるための情報提供 

・現場指揮者の救助活動方針に忠実な救助活動能力を高めるための訓練の要望 

・現場では、現場指揮者に対する適時適切な報告・連絡及び必要な支援の打診 

などです。 

【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

 上司への補佐において重要となるのは、上司とのコミュニケーション能力（後述）

を高めることです。上司と救助隊長の双方で共通認識を形成することが重要です。

また、上司も様々な経歴の者があり、救助業務に関する知識や判断力・決断力等の

レベルも様々であり、上司のレベルに合わせた情報を提供することは、上司の救助

業務への関心や理解、課題解決力を促進することにもつながり、とても有益です。 

 そのためには、救助隊長自身も常にアンテナを高くして、情報を収集し、学び、

伝える姿勢を持ちましょう。 

【留意事項】 

 まずは組織人として上司（や隊員）に向き合いましょう。経験や救助業務歴の多

少により、自身を過信してしまったり、あるいは過小評価することがある点に注意

しましょう。救助隊長自身の考えや想いは大切ですが、まずは上司の考えや意向を

理解し、上司を補佐しながら、そのうえで自身の考えや想いを反映できる救助隊を

作っていく意識を大切にしてください。 

 

（９）全隊員で、救助隊は、誰のために、何のために、どういう存在であり続ける

のかを考え、その認識を共有することができる。 

【趣旨・ポイント】 

救助隊は、住民からの信頼を誇りとし、災害から住民の命と生活を守るため、24
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時間 365日最高の準備とパフォーマンスで臨むことを基本とし、現場に応じて応用

力を発揮しながら、安全・確実・迅速な活動に最善を尽くす存在です。また、常に

探究心を持ち、時代の変化や未知の事象に対しても想像力と適応力を発揮して、住

民に安心安全を提供し続ける存在でもあります。 

救助隊長は、こうした救助隊の存在意義について改めて隊員とともに考え、言語

化あるいは見える化して、心に刻み、自隊の拠りどころを共有することが求められ

ます。 

【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

 上記は、あえて高い理想を記述しています。「誰のために、何のために、どうい

う存在であるべきか」を考えることは非常に重要です。これは安全・確実・迅速な

現場活動、高度かつ効果的な訓練、常に整備された救助車両・資機材、住民に安心

感と信頼感を与える象徴としてのオレンジ色の救助服など、救助隊としてのアイデ

ンティティを保ち、責任と誇りを自覚することにつながります。 

救助隊は、壮絶な現場活動において、自分たちの限界を突きつけられ、絶望感や

無力感を味わうことがあります。最善を尽くしても助けることができなかったこと

に自責の念を抱くこともあります。しかし、救助隊に終わりはなく、次の現場は待

ってはくれません。助けを求めている人のために、再び万全の備えをし、最高のパ

フォーマンスを発揮しなければなりません。また、訓練風景や車両・資機材を見た

住民や子供たちから手を振られ、誇らしく感じることもあるでしょう。あるいは、

勤務日の朝、オレンジ色の救助服に袖を通すことで気持ちが引き締まり、公私のス

イッチを切り替えていることでしょう。 

そのようなときに「自分達は、誰のために、何のために、どういう存在であるべ

きか」がはっきり理解できていれば、自然と気持ちを新たにし、前向きに、責任と

誇りをもって業務に励むことができます。 

救助隊長は、知識、技術、経験は隊員に及ばなくとも、この点について誰よりも

強力に、かつ明確に考え、意味を腹に落とし、その姿勢を示していれば、十分にそ

の役割と責任を果たしていると言えます。 

このことについて、何から初めていいか分からない等の不安や悩みがある場合は、

上司や先輩に助言を求めたり、同じ救助隊長同士の意見交換の場を設けてもらうな

ど組織からの支援を積極的に求めるといいでしょう。隊員に対しても、救助隊長と

して自身が考えていることや想いを、自然体で伝えるとともに、隊員の考えや想い

を聴き、全体で目指したい共通認識を作り上げ、共有していきましょう。 

【留意事項】 

 こうした理想的な話は、特別な時間や場所を設定したり、飲み会の席などアルコ

ールの力を借りてするものではありません。また、有名人やプロスポーツ選手が話

すような洗練された言葉である必要もありません。あなた自身の言葉で、普段の勤

務や何気ない会話において、自然に、シンプルに話し合えるようにしましょう。 

 

５－２ 心がけていきたい態度・認知 

 「理想的な救助隊長としてのマインド（意識）」を身につけたり、高めたり、維
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持したりするには、自分の内面や仲間に向けて次のような態度・認知を心がけて、

常日頃から行動することが望ましいと考えられます。 

 

 ○自分の内面に向けて 

  高いプロ意識／自律／自らの成長／前向きで明るい姿勢／感情のコントロー

ル／冷静・平常心／人への関心／安全意識 

 ○仲間に向けて 

  信頼関係／チームワーク／熱意／おもいやり／ユーモア／毅然とした態度／

育てる意識／相手へのリスペクト／Ｋｎｏｗ－Ｗｈｙ／パワーハラスメントを

避ける態度／中長期的思考（成長を待つ姿勢） 

 

（１）自分の内面に向けた態度・認知 

 【趣旨・ポイント】 

理想的な救助隊長としてのマインド（意識）を有するためには、救助隊長と

してのプロ意識や自己成長について、消防のみならず広く社会に目を向けなが

ら、さまざまな人との交流や書籍など、自らの内発的動機付けにより高めてい

くことを心がけてください。また、自らの役割や責任を果たし、周囲からの信

頼を勝ち取るためには、自らに隊員よりも高い規律や振る舞いを課し、冷静さ

や平常心を保つことが必要となります。 

これらを実践するには、感情をコントロールする難しさが伴います。この難

しさを乗り越えるためには、前向きで明るい姿勢が原動力となりえます。前向

きで明るい姿勢は、自身の長所や能力を認め、自分の弱点も含めたありのまま

の自分自身を受け入れることで徐々に身についていきます。自分に向き合うこ

とは勇気がいることですが、焦ることなく、意識的に明るい言葉（「ありがたい」

「この失敗は貴重だ」等）を使ったり、ポジティブな行動（目の前のゴミを拾

う、笑顔で話す等）に少しずつ取組みましょう。ネガティブな感情が出てきて

も無理に抑圧しようとせず、プライベートな時間や空間を確保して適切に発散

するようにしましょう。 

 

（２）仲間に向けた態度・認知 

 【趣旨・ポイント】 

精強な救助隊を作り上げるためには、信頼が不可欠です。信頼は説明しにく

い概念ですが、救助隊にとっての信頼は、行動を予測できる、という安心感に

根ざしていること、さらには「互いにわかり合えている」という心の結びつき

である、と捉えることができます。 

信頼される救助隊長とは、自分の考えや立場、責任を明確に伝えられる人で

す。そのうえで、隊員が、救助隊長の責任や行動を予測でき、救助隊長による

実際の責任や行動について、最後までやり遂げる人だと認めてくれれば、その

救助隊長は信頼されます。救助隊長が隊員を信頼する際も同様で、隊員の行動

を予測でき、最後までやり遂げる又はやり遂げようという姿勢を持ち合わせて

いる隊員に対して信頼感を抱くものです。信頼関係を築く上で大事なことは、

相手に向き合う心のハードル（自意識、プライド、見栄など）を下げ、互いに
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安心感を持って理解し合うことです。この信頼関係のうえにチームワークが形

成されます。チームワークは熱意と思いやり、時として毅然とした言動やユー

モアによって固い結束となり、精強な救助隊となることができます。 

また、救助隊長として、隊員を育てる意識は必須です。隊員の性格や特性を

見極め、隊員へのリスペクト（敬意）を前提に、短期的思考（成長を促す姿勢）

と中長期的思考（成長を待つ姿勢）から育成に取組みます。いずれにおいても

重要となるのは、明確な到達目標を設定し、「Know-Why」を伝えることです。隊

員は、「なぜそれをやるのか」「何を根拠にしているのか」「それをするとどうな

るのか」といった意味や根拠、見通しを理解することで、意欲的に好奇心を持

って取組むことができます。また、このときに注意すべき点として、パワーハ

ラスメントを避ける態度が重要です。詳細は前述しましたが、隊員も一人の人

間です。一人ひとりが人格を有しています。救助隊長は、パワーハラスメント

に関する資料や事例を活用して理解を深めるとともに、行き過ぎた上下関係や

指導に自らが注意するのは言うまでもなく、隊員間のパワーハラスメントにつ

いても注意を払いながら、万が一パワーハラスメントが発生した場合には、適

切にかつ毅然と対処してください。 

 【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

平成 30年に総務省消防庁が作成し、ホームページにも掲載してある「ハラス

メントのない職場の実現をめざして（管理監督者のためのテキスト・職員のた

めのテキスト）」 

＜参考＞消防庁ハラスメント等対応策 

https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/harassment/harassment001.h

tml  

 

５－３ 高めていきたいノンテクニカルスキル 

 「理想的な救助隊長としてのマインド（意識）」を身につけたり、高めたり、維

持したりするには、通常の消防の訓練などの専門的知識・スキルというよりも、自

己啓発や経営マネジメントの分野にも共通するような、以下のノンテクニカルスキ

ルを身につけることを意識することが求められます。 

 

 

 ○学習と成長を促す 

  自己啓発力／自己探求力／自らの内発的動機付け 

 ○コミュニケーションとリーダーシップ・チーム作り 

  コミュニケーション能力／傾聴力／リーダーシップ／指導力／科学的根拠に

基づく育成支援／隊員の掌握／やりがいを持たせる役割分担／表現力 

 ○客観的な態度の育成 

  メタ認知／情報に基づく決断・行動 

  ※「メタ認知」とは、自分自身を客観的に観察し、自分の認知（考える、感じ

る、判断する、行動するなど）を認識・把握して、それをコントロールでき

ること。 

 

https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/harassment/harassment001.html
https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/harassment/harassment001.html
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上記のうち、特に現場の関心の高いと思われる「コミュニケーション能力／傾聴力」、

「リーダーシップ・チーム作り」の２つについて詳しく解説します。 

 

（１）コミュニケーション能力／傾聴力 

 【スタートライン－相手への意識】 

我々は、自分が上手く話したい、スマートに伝えたいと思うものです。しかし、

そう思ってコミュニケーションに臨むと、相手が分かるように話そう、丁寧に伝

えようという意識が希薄になりがちです。コミュニケーション能力を向上させる

ためには、この点に気付き、相手にわかりやすく、丁寧に伝えるという意識を持

つことがスタートラインとなります。 

 【伝達力と傾聴力－伝達も支える傾聴力】 

コミュニケーション能力は、「伝達力」と「傾聴力」により磨かれます。 

伝達力は、自分が伝えたい事柄の事実や意図、目的などについて、相手が理解

できるような言葉や身振り、表情、絵図等で伝えることです。陥りがちな状況と

して、「何度も言っているのに理解してくれない」「何回言ったらわかるんだ」と

いう言葉に象徴される、伝え側の自分が正しく、理解しない相手側が間違ってい

る、と思い込んでしまう場面がありますが、このような一方的な雰囲気を作って

はいけません。 

傾聴力とは、相手の話に耳を傾けることです。相手の目を見て相づちを打ち、

相手の間合いで話を聴くことです。大事なことは、話している相手が自分の話を

聴いてもらえているという安心感を与えることです。聴くことで相手を理解する

姿勢を示すことを心がけてください。陥りがちな悪い例として、相手の話の腰を

折る、遮るなどであり、「要するに～ということだね」などと話の最後まで行く

前に要約することは慎むほうがよいでしょう。（ただし、発言者側も要点を要領

よく述べることは必要であり、そういった伝えるスキルの指導、訓練は必要にな

ります。） 

情報は、相手が理解してはじめて伝わったことになります。相手に理解しても

らうことなしに物事は進みません。相手の話に耳を傾けながら、相手の事を理解

し、「伝える」のではなく「伝わる」ことを意識した話し方や伝え方を工夫しまし

ょう。 

 【伝達と傾聴の基本事項】 

ここでのコミュニケーションは、「平時のコミュニケーション」と「現場・訓

練時のコミュニケーション」があります。 

平時のコミュニケーションとは、訓練の企画や打ち合わせ、調査研究など業

務を計画的に遂行する場合など、目的や進捗状況の確認、建設的な意見交換や

議論等を通じた丁寧で、双方向のやりとりです。一方、現場・訓練時のコミュ

ニケーションとは、各種救助法や資機材を駆使し、安全・確実・迅速な活動が

求められる場合で、人命に直結する場面や安全が厳しく求められる場面では、

端的で一方向のやりとりとなることが多くなります。 

普段から相互に理解しあえるコミュニケーションができている救助隊は、現
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場・訓練でもスムーズなコミュニケーションを取りながら、効果的なやりとり

ができます。救助隊長は、どのような場面でも良好なコミュニケーションがで

きるよう、普段から以下の基本事項に注意しながら、自らの伝達力と傾聴力を

磨き、コミュニケーション能力を高めていくよう努めてください。 

  ア 情報は省略せず正確に伝えること（平時／現場・訓練時） 

相手が理解しているだろうという思い込みや先入観があると情報を省略

して曖昧に伝えてしまうことがあります。正確な情報伝達はお互いの認識を

一致させることができるため、相手が理解していると思われる情報でも、で

きる限り省略せず伝える必要があります。 

  イ 相手のレベルに応じた言葉を使い、情報が相手に正しく伝わっているか確

認すること（平時／現場・訓練時） 

正確なコミュニケーションを行うためには、送り手は受け手のレベル（知

識、経験、実績等のレベル）に応じた言葉を使い、情報が正しく伝わったか

どうかを確認する作業が必要となります。適宜確認を行うことで、受け手の

思い込みや早合点を修正することができ、互いに共通の理解を持つことがで

きます。 

  ウ 標準的な用語を用いること（平時／現場・訓練時） 

不明確な用語、代名詞（あれ、これ、それ等）の使用や、省略語、また一

般者に対する業界用語の使用は情報の誤解が生じることがあるため、できる

限り標準的な用語を用いることに努めてください。 

エ おおきな声で、はっきりと、相手のレベルに合わせた適度な速さで伝える

こと（現場・訓練時） 

情報を不適切な音量、口調、速さ等で伝えたがために、正確なコミュニケ

ーションが行われない場合があります。騒然としている現場や訓練中は、意

識して大きい声で情報を伝える必要があります。また、大きい声で情報を伝

えたとしても、相手のレベルによっては、立て続けに指示を与えたり、口調

がはっきりしないと正確に伝わらないことがあるため、これらの点にも意識

してください。 

  オ タイミング良く伝えること（現場・訓練時） 

情報を受け手に確実に伝えるためには、情報の送り手は、受け手の状況を

見てタイミング良く情報を伝える必要があります。相手が手を離せない場合

などは案件をメモや写真に記録し、後に伝えるまたは、至急情報や重要情報

はその場で目に見える形で伝えるなど工夫すると良いです。 

  カ ボディーランゲージは誤解されないように使うこと（現場・訓練時） 

身振り、手振りなどのボディーランゲージのみで情報を伝えようとすると、

相手が誤解し、勘違いをして、違う行動をする場合があります。よって情報

伝達は基本的には口頭によるものが前提です。しかし、相手が無線交信等作

業中の場合には、相手が思い違いや勘違いをする可能性があることを理解し、

対象物を指で示すなど明確な動作を行い、その後に改めて口頭や実際の行動

の確認を行う必要があります。 
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  キ 相手の話を積極的に聴き、聴いたことを整理・まとめて伝え、確認・共有

すること（平時） 

情報が受け手に確実に伝わり、さらにその情報が伝わっていることを送り

手に対して示すためにも、相手の話を積極的に聴く必要があります。片手間

に聴かず、相手の話を最後まで聴く必要があります。また相づちやその他の

反応をしないと、送り手は情報が伝わっていないと誤解してコミュニケーシ

ョンが上手く行われないことがあるため、送り手に対して相づち等の明確な

反応をして情報を受け取っていることの意思を示す必要があります。 

さらに、受け手は聴いたことを整理してまとめ、それを送り手に伝えるこ

とで、送り手が伝えたい目的や意図を確認・整合することができ、共通認識

となり、情報が確実に伝わりかつ共有することができる。 

  ク 情報の確認を行うこと（平時／現場・訓練時） 

コミュニケーションは、送り手が出した情報を受け手が確実に受け取って

初めて成立します。よって、受け手は、復唱、返事などをして情報を理解し

たことを意思表示する必要があります。また、受け取った情報が理解できな

い、不明確又は不十分なまま、多分こうであろうと思い込みそのままにして

いたり、相手の心情を推し量って配慮するなどの忖度をしたがために、後に

予期せぬ事態を招いてしまうことがあります。情報の確認の際には、質問し、

理解した内容を伝える等の表現を変えて確認してください。または、必要に

より送り手が下した決定、指示等の理由を確認するとさらに有効です。 

 

（２）リーダーシップ・チーム作り 

   リーダーシップ・チーム作りは、災害現場において、機動力、行動力、臨機

応変な対応力を発揮する救助隊に必要不可欠なノンテクニカルスキルです。救

助隊長には、救助隊の活動に適した雰囲気や環境をつくり、チーム活動のため

に主体的に自己の役割を発揮し、意見の対立があればそれを客観的に解決する

力が求められます。さらに、ここでいうリーダーシップは、救助隊長のみが発

揮すべきものではなく、その「場」における役割であり、救助隊の全員が発揮

する機会があるものです。リーダーシップとは一方向のものではなく、リーダ

ーの行動に対してそれをサポートする行動（フォロワーシップ）が伴ってこそ、

リーダーシップがあると言うことができます。 

  ア 救助隊の活動に適した雰囲気・環境づくり 

    救助隊の活動に適した雰囲気・環境とは、安全・確実・迅速な救助活動を

達成するために、互いの信頼関係をベースにスムーズな活動を行うことので

きる雰囲気・環境のことです。雰囲気づくりのためには、救助隊長は、「全

隊員は、安全・確実・迅速な救助活動に対しては対等である。役割と責任に

おいてのみ差がある。」ことを示し、浸透させていくことが大切です。意見

や提案等があれば率直かつ自由に述べ、質問や意見が出された場合は、それ

が奨励され、チーム活動に自発的に参加しやすい雰囲気が作られることが重

要です。環境づくりのためには、互いにモチベーションを高め合うとともに、
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役割分担や負荷（ストレス、疲労）の配分が適切にコントロールされる必要

があります。具体的には、以下のことに留意すると良いと考えられます。 

  （ア）自分の行動がチームに与える影響を意識して行動すること。 

     救助隊長も隊員も、自分の些細な行動、くせ及びモチベーション等がチ

ームに影響を与えることを認識する必要があります。例えば、何でも一人

でやろうとする、理由や情報を共有することなく突然、あるいは何となく

訓練を始める、任せた業務に横やりを入れてしまうなどの行動は、相手に

自分は信頼されていないと感じさせてしまいます。反対に、全員に情報を

共有する、理由や根拠を示す、一度任せた仕事は見守り必要な時に支援す

る、といった行動は隊員間に良い影響を及ぼします。 

  （イ）チームパフォーマンスを観察し、望ましい環境を維持すること。 

     安全・確実・迅速な救助活動のためには、各隊員の役割分担や負荷（ス

トレス、疲労）の配分が適切に分散され、互いのモチベーションを高め合

うようにコントロールする必要があります。例えば、自分に過重な負荷が

かかっている（オーバーワーク）状態であると認識した場合は、他の隊員

からのサポートを求めることが必要です。また、隊員はそのような意思表

示をしていないが、パフォーマンスが低下していることに気付いた場合は、

適切なタイミングでローテーションをかける必要があります。 

  （ウ）疑問に思ったことは口に出すよう勧めること。 

     救助隊長と隊員の関係は、階級や役割、責任、経験等において高低差が

生じています。これを「権威勾配」といい、この権威勾配は、隊員が救助

隊長に意見や疑問を呈することをためらわせる要因となります。救助隊長

は、救助隊の責任者であり権限や経験もあるため、隊員が意見や疑問を呈

することを躊躇するのは自然なことです。しかし、隊員が疑問を持ってい

るにもかかわらず、それを積極的に主張しなかったことで非合理的・非効

率的な活動となったり、事故が発生するおそれがあります。よって、救助

隊長は、普段から傾聴する姿勢や「自分にも見落としや勘違いがあるので、

気付いたことがあれば遠慮なく伝えて欲しい」などの謙虚な姿勢を示しな

がら、権威勾配を緩やかにして隊員に積極的に意見や疑問点を口に出すこ

とを勧めるようにしてください。またそのような雰囲気づくりに努めてく

ださい。 

  （エ）隊員を信頼していることを示し、信頼を得るようにすること。 

     性格や個性の違いがあっても互いに協力し合い、他人の持つバックグラ

ウンド、価値観の違い（例えば、効率を優先する者、安全・確実を優先す

る者、想いを大切にする者等）を認め合う必要があります。救助隊長は、

例えば、自らがミスをしたら素直に認める、指示だけでなく理由も説明す

る、意見や提案を求めるなどを通して、各隊員を信頼していることを示し、

信頼を得るように努めてください。 

イ チーム活動のための主体的な行動 

  リーダーシップとは、そのときの状況で自分のなすべき役割を認識して、
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主体的に自己の役割を発揮するノンテクニカルスキルです。リーダーシップ

とは救助隊長のみが発揮し、隊員はそれに従うものと考えがちですが、リー

ダーシップは状況に応じて全隊員が発揮すべきものです。また、リーダーシ

ップは一方的な行為によって発揮されるものではなく、相手に受け入れられ、

リーダーの行動に対してそれを確実に遂行するためのフォローアップする

行動（フォロワーシップ）を引き出して初めて発揮されたことになります。

具体的には以下のことに留意することが良いと考えられます。 

なお、救助活動時のような、瞬時に判断しなければならないときは、救助

隊長は意思決定（決断）に責任を持ち、安全を第一に断固とした行動を取る

必要があり、そのような救助隊長の権限は尊重されるべきであり、隊員との

間に適切な権威勾配が保たれた関係が形成されなければならないことには

注意が必要です。 

  （ア）自分の意図やねらいを明確に示すこと 

     救助隊長は、隊員のパフォーマンスを上げるために自分自身の意図やね

らいを明確に示す必要があります。その際、タイミング良く具体例（経験

や知識、根拠、理由）を付加するようにしてください。 

  （イ）隊員からのサポートを受けること 

   救助隊長は、隊員からのサポートを受けるために、隊員が、救助隊長の

指示に従うだけでなく、自分が今何をしなければならないかを先取りし、

救助隊長をサポートしていくように考えさせる必要があります。また、救

助隊長の経験が浅い、あるいは、負荷が高い状態（オーバーワーク）にあ

る救助隊長は、事柄に気付かない、または、必要な指示が欠落することが

あることを予め伝え、そのような状況が見受けられた時は、躊躇なく進言

やアドバイスをするよう依頼し、あわせて進言やアドバイスがしやすい環

境づくりに努めてください。 

ウ 意見相違の解決 

  「意見相違の解決」とは、救助隊内で意見の相違が生じたとき、その理由

をはっきりさせ、要救助者の救助という共通の目的のために、よりよい解決

策を建設的に得ていくためのノンテクニカルスキルです。意見の対立や衝突

が生じやすいのは、時間的余裕がない場合、プレッシャーがある場合、仕事

や対する意欲や関心が低下している場合などです。追い込まれた状況におい

ても、常に開放的なコミュニケーションを保ち、「誰が正しいかではなく、何

が正しいか」に焦点をあてて以下の点に留意して解決策を導き出す必要があ

ります。 

  （ア）意見の相違を感情の対立に発展させないこと 

     意見の対立や衝突が、感情の対立にまで発展することは、安全・確実・

迅速な救助活動には大きな支障となります。救助隊としての目的を見失わ

ず、何が正しいかに焦点をあて、感情的な対立に発展しないようにすれば、

意見相違を建設的対立とすることが可能となります。相手が他の意見を提

案し、自分の意見が正しいと思われる時でも、即座に否定せず「あなたの
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意見はもっともだと思うが、この場合はこうした方が最良だと思う」など

と余裕を持って理由を丁寧に説明することが必要です。 

  （イ）「誰が正しいか」ではなく「何が正しいか」を念頭に情報を分析するこ

と 

     意見の相違が生じた時、その理由をはっきりさせ、関係する者と一緒に

真の原因を見つけ出し、解決策を導き出し、共有するように努めてくださ

い。そこで得られた解決策は最良のものとなります。誰が正しいかではな

く、何が正しいかを念頭に置き、集めた情報を分析し、解決を図ることが

必要です。 

  （ウ）自分の主張を変えるときは、客観的に分析した上で行うこと 

     意見の相違が生じた時、自分の意見に固執せず、客観的に分析してみる

必要があります。意見を呈した隊員が自分より経験が浅かったとしても、

何が正しいかに焦点をあて、客観的に分析した結果、それが正しければ自

分の主張を変える必要があります。それは恥ずかしいことではありません。

恥ずかしいのは、自分の感情やプライドに流されることや意見の相違を解

決することを放棄したり、そのことから逃げることです。 

 

 

【第５章の理解度チェック表】 

項 目 
理解度チェック 

◎ ○ △ × 

理想的な救助隊長としてのマインド（意識）（Ｐ●）     

５－１ 理想的な救助隊長としてのマインド（意識）を構成す

る要素（Ｐ●～Ｐ●） 
    

５－２ 心がけていきたい態度・認知（Ｐ●～Ｐ●）     

５－３ 高めていきたいノンテクニカルスキル（Ｐ●～Ｐ●）     
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第６章 現場における理想的な救助隊長像の解説 

この章では、現場における理想的な救助隊長像について解説する。具体的には、

「理想的な救助隊長を実現するための到達目標」、「有すべき専門的知識」、「有すべ

き専門的スキル」についてまとめるとともに、「心がけていきたい態度・認知」及

び「高めていきたいノンテクニカルスキル」は特に重要な項目についてピックアッ

プしている。 

 

６－１ 理想的な救助隊長像を実現するための到達目標 

 

（１）災害現場の状況を的確に分析できる。 

ア 災害規模、要救助者数・状況、活動環境、活動スペース、消防力、危険要

因等必要な情報を収集できる。 

イ 収集した情報から、確度の高い情報を選択することにより災害実態を的確

に把握できる。 

ウ 当該災害の特異性、適正な活動、活動危険について、冷静かつ迅速に分析・

評価できる。 

【趣旨・ポイント】 

状況分析の第１歩は、救助隊長自身の冷静さを保つこと、感情を先走らせない

ことです。現場到着後は、現場全体を観察することに集中するようにし、「要救

助者の状況」「活動危険の状況」「安全度合いの状況」「情報収集可能な人物の状

況」など重要状況の優先順位を見極めながら、同時にできるだけ多くの情報を集

める意識で状況を確認することが重要です。 

 

（２）災害状況に応じた適切な救助資機材の選択ができる。 

ア 救助資機材の仕様、性能を説明できる。 

イ 災害状況に応じた適時・適切で安全かつ効果的な救助資機材を選択し、隊

員に使用させることができる。 

ウ 選択理由を隊員に理解させることができる（選択した救助資機材がなぜ最

適であるか説明することができる）。 

【趣旨・ポイント】 

災害現場では、救助資機材の仕様や性能を懇切丁寧に説明する暇はないが、ど

のような状況でも必要な資機材を選択でき、その能力を十二分に発揮できるよう

日頃から頭に整理してイメージしておくことが重要です。 

また、選択した救助資機材が最適である理由を隊員に説明することは、この

先の救助活動について同じイメージを共有することにつながり、さらには安全

で効率的・効果的な活動を実施することにつながります。 
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（３）要救助者への負担が最小限となる救助方法を選択・決定し、現場指揮者

による救助活動方針の決定を支援することができる。 

ア 状況分析に基づき、要救助者の置かれた状況に応じて、要救助者の負担が

最小限となる救助方法を選択・決定することができる。（各種救助法や救助

資機材の組み合わせ、これまでの経験や災害事例を基に安全で効果的な救助

方法を選択・決定する） 

イ 救助完了までの方針を立て、現場指揮者が安全で効果的な救助活動方針を

決定できるよう、必要な進言・具申を行い、決心を支援することができる。 

ウ 現場指揮者が決定した方針を隊員に周知徹底するとともに、他隊と共有す

ることができる。 

【趣旨・ポイント】 

最終的な救助活動方針を決定するのは、現場指揮者ですが、その現場指揮者が

決定するために、状況に応じた最適かつ効率的な救助プランを考え、組み立て、

それを進言・具申することが重要です。 

 

（４）現場指揮者による救助活動方針と決定した救助方法に基づき、隊員の技量や

能力に応じた指示下命ができる。 

ア 最も重要な局面には操作熟達で、確実に任務を遂行できる隊員を充てるな

ど、最適な技量や能力を有した隊員を適材適所に配置することができる。 

イ 隊員の役割分担を明確にして、確立された指揮命令系統下で指示下命でき

る。その際、救助方法の理由や特性・留意点を隊員と共有できている。 

【趣旨・ポイント】 

現場指揮者が決定した救助活動方針に基づく救助プランを、実際に隊員に実行

してもらうにあたっては、要救助者に負担のない最適な活動を徹底し、進捗状況

と要救助者の様子を常に観察するとともに隊員の活動もよく観察し、士気の高さ

や疲労度を把握することにも努めてください。 

 

（５）要救助者に配慮し、かつ、活動を分析・評価し、隊員の安全管理ができる。 

ア 要救助者に寄り添った活動（緊急度・重症度等の容態把握、安心や励まし

の声かけ、救出方法の説明、プライバシー保護等を含む。）を行うことができ

る。 

イ 活動の進捗状況や活動環境の変化などを絶えず確認し、隊員の不安全状態

や不安全行動に対して、適切な指摘・改善を行い、危険予測、危険排除、危

険回避ができる。 

【趣旨・ポイント】 

○要救助者の様子を常に観察し、容態変化、特にバイタルサインの低下が見ら

れた場合は医師を要救助者近くに要請し、応急処置等を依頼する。この場合、

医師の処置と救助活動が相反したり、双方が停滞することがないようしっか

りとコミュニケーションを図るようにしてください。 

○また、隊員の活動もよく観察し、士気の高さや疲労度を把握することに努め、
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過度の疲労が見られたり、パフォーマンスが低下した場合はローテーション

をするなど適切な対応をしてください。 

 

（６）現場指揮者に活動状況を適時適切に報告できる。 

ア 現場指揮者に活動環境、活動危険、救助方法、救出の見通し、救出状況に

ついて随時報告できる。 

イ 要救助者の状態や活動状況に応じた必要な支援（資機材、部隊増強や現場

医師（ＤＭＡＴ等））の要請を現場指揮者に具申できる。 

【趣旨・ポイント】 

目の前の救助活動に集中しすぎるあまり、報告を失念し、現場指揮者に情報が

集まらず、必要な判断が遅れ、結果的に現場指揮者が適切な決断ができない又は

タイミングを逸することなどがないよう、救助隊長は活動状況を適時適切に報告

し、必要な支援要請を具申するよう意識してください。 

 

（７）必要に応じ、関係機関等と適切に連携できる。 

ア 現場関係者（責任者、施設管理者等）から活動環境や活動危険などの情報

を的確に聴取し、現場医師（ＤＭＡＴ等）、消防団、警察等関係機関の特性（組

織、役割、保有資機材等リソース）を踏まえ、全体統制のなかで活動できる。 

イ 関係機関等との役割分担を明確にし、積極的に情報を共有することができ

る。 

【趣旨・ポイント】 

○救助隊のみならず、消防の全出動隊で救助活動を最優先で進めて行くにあた

っては、組織の任務や目標が異なる関係機関であっても適切に連携すること

が必要です。救出に時間を要する要救助者の観察及び応急処置におけるＤＭ

ＡＴとの連携、道路封鎖や車両通行止めなどにおける警察との連携、活動ス

ペースの確保、消防警戒区域の設定（見物人の移動や整理等を含む）における

警察や消防団との連携、事故機械や車両の解体・切断等における施設管理者

や民間事業者との連携、その他交通機関や道路管理者、環境部局や上下水道

部局等との個別具体的な連携について、現場指揮者に進言又は派遣を要請し、

適切な役割分担や連携活動環境を整備することが重要です。 

○普段からの「顔の見える関係づくり」が重要です。合同訓練の実施や大規模

災害等の備えのための会合等の機会を捉えて、関係機関の組織や保有資機材

についての相互理解を促進してください。 

【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

○これまで経験したことのない事案や活動環境が極めて困難な事案では、関係

機関や民間業者に支援を求め、こまめにコミュニケーションを図って認識を

共有しながら救助活動を展開することが重要です。状況によっては、隊員の

活動環境の整備や安全管理策の徹底を優先する決断も必要です。 

○また、活動後の関係機関との連携も重要です。振り返りの結果、得られた課

題の解決や教訓の活用において、普段から指導を受けている医療機関や地元
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の大学や研究機関、あるいは民間企業団体などに積極的に働きかけ、共同し

て必要な検証を行う、あるいは科学的根拠（エビデンス）を提供してもらう

などの取り組みを行い、より良い救助活動について改善や不断の努力をして

いくことが重要です。 

○「大規模災害時の救助・捜索活動における関係機関連携要領」の策定及び積

極的な活用について（通知）」消防参第 128号令和 4年 6月３日 

○全国消防救助シンポジウム記録集掲載場所（消防庁ＨＰ内） 

https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/symposium/enrichment001.h

tml（特に第 20回、第 25回が参考になります。） 

○Ｅ消防本部では、地下約 30ｍのトンネルシールド工事現場で坑口から約 958

ｍ地点に取り残された作業員の救助活動において、近隣医療機関の医師及び

看護師、警察、公的水道事業所及び工事関係者と連携した活動を展開して、

47時間後に要救助者を生存救出できました。 

○Ｆ消防本部では、大規模貯油施設工事作業員の転落救助活動現場において隊

員の転落防止措置や進入統制を優先し、その後排水業者を要請して水位を下

げてから救助活動を実施しました。 

○Ｇ消防本部では、地元の大学と共同して土砂災害埋没現場における土圧が要

救助者に与える影響について検証し、要救助者に負担を与える数値的な結果

を得るとともに、その結果をふまえた効果的な対処方法を導き出しました。 

 

（８）事案後、救助活動を振り返り、今後の実災害や訓練に活かすことができる。 
ア 互いを尊重し、心理的安全性がある雰囲気のなかで振り返りを行うことが

できる。 

イ 検討課題を見極め、隊員とともに改善策・解決策を導き出すことができる。 

ウ 推奨事項について研究し、隊員や他隊と共有できる。 

エ 活動記録を事例研究資料として活用し、意見交換や導き出した答えに基づ

き、実効性ある訓練の企画立案・実施につなげることができる。 

オ 活動記録を事例研究資料として、他隊と共有することができる 

【趣旨・ポイント】 

○活動後の振り返りは極めて重要です。現場から職場に戻った後、できるだけ

早いタイミングで行うようにしてください。 

○救助隊長は、良かった点と今後改善すべき点を区別して、互いを尊重しなが

ら冷静な振り返りができる雰囲気作りに努めましょう。 

○また、救助隊長自身の指示や判断のタイミング、安全管理面についても振り

返り、隊員からも意見をもらうようにしてください。 

○現場で記録したメモを活用して振り返るほか、状況判断、救助活動方針の決

定や救助法・資機材の選択、要救助者の救出までに要した時間や負担軽減策

などの重要ポイントを優先的に振り返りましょう。 

○振り返りの時間は長くても 30分程度とし、それ以上長くなるようであれば、

一旦区切りをつけて振り返るポイントを明示し、それについて各隊員にまと

https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/symposium/enrichment001.html
https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/symposium/enrichment001.html
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めるよう伝え、後日改めて続きを行うようにしましょう。 

○振り返りの結果、推奨できる事項についてはさらに改良するように訓練等で

試すことで新たな発見やより良い方法につなげてください。 

○抽出された課題については、全員でしっかり検討して、具体的な改善策や解

決策として整理・共有し、訓練で試すほか、本部の警防課や前述のような関

係機関との共同研究や検証に取組むことも考えてください。 

【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

○事案後は、現場活動の高揚感や感情の起伏の余韻が残っているため、振り返

りの際は意識して冷静さを保つように心がけてください。前述の心理的安全

性（第５章５－１（３））も参照してください。 

○同じ救助隊長同士で、活動後の効果的な振り返りの方法や留意点について意

見交換してみることも有効です。 

○Ｈ消防本部では、多数の逃げ遅れが発生した火災救助現場において、狭隘な

階段における救助活動及び搬送に苦慮した経験から、救助隊と組織が一体と

なって、迅速かつ隊員への負担が少ない搬送法を考案し、訓練で検証したと

ころ、搬送時間が大幅に短縮でき、また隊員への負担軽減がみられた等、大

きな改善がみられました。今後もさらなる訓練を重ねて、同じような事案に

備えています。 

○Ｉ消防本部では、交通救助事案において生存救出できなかった教訓を元に、

地元医療機関との合同事例検討会を開催し、救助隊の技術と医師の専門知識

の相互理解を図り今後の連携強化を確認するとともに、レッカー業者とも合

同訓練を実施して車両構造の知識や緊急対応要領を習得しました。 

【留意事項】 

○全隊員が客観的かつ感情的にならない振り返りを行いましょう。例えば、最

初に評価できる点や推奨点について肯定的に伝えるなど、前向きでオープン

な内容から始め、隊員同士で指摘することを受け入れる雰囲気をつくりまし

ょう。また、自分のパフォーマンスについて指摘された隊員は、自己防衛的

になることなく、積極的かつ建設的に受け入れて、今後のパフォーマンスに

フィードバックしたり、訓練によって定着するように伝え、素直な振り返り

となるように促してください。 

○最後は救助隊長が、全員がこの振り返りに参加したことへの謝意とこの振り

返りは重要な意味があったこと、今後の具体的な取り組み方針等を伝え、前

向きで明るい言葉や表現で締めくくり、次の業務へ雰囲気を切り替えること

が重要です。 

 

６－２ 有すべき専門的知識 

 【趣旨・ポイント】 

  有すべき専門知識としては、消防学校等の専科教育救助課程を修了又は同等以

上の指導で得られる、関係法令や救助資機材の諸元性能、各種救助法があります。

そのほか、各本部で策定している活動基準、活動マニュアル、安全管理マニュア
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ルがあります。さらには、過去の経験で得られた奏功事例や教訓事例、検証訓練

の結果も専門的知識として含まれます。 

  専門的知識を向上させるためには、救助資機材の諸元性能の再確認や新たな資

機材の知識、消防庁が主催する全国消防救助シンポジウムのような活動事例研究

の蓄積や訓練経験、災害事例の共有（現在消防庁が計画している「情報共有サイ

ト」）などが挙げられます。 

 

６－３ 有すべき専門的スキル 

 【趣旨・ポイント】 

  有すべき専門的スキルとしては、消防学校等の専科教育救助課程を修了又は同

等以上の指導で得られる、救助資機材の正しい取扱い及び応用的活用、各種救助

法の技術があります。そのほか、「災害実態の把握→状況の分析→要救助者の数・

所在・状態の把握→現場指揮本部への重要情報の伝達→救助方法と使用する救助

資機材の決定→隊員の選任と役割分担→要救助者の救出と負担軽減措置→要救

助者と隊員の安全管理→関係機関との調整→災害後の事案の振り返り（評価と課

題抽出、改善策の検討）」といった、一連の現場活動の流れや場面に応じたスキ

ルが必要です。 

  専門的スキルを向上するためには、事案の振り返りやディスカッション、それ

を踏まえた想定訓練やブラインド訓練の実施、消防庁が主催する全国消防救助シ

ンポジウムで発表された事例や記録集を参考にした訓練、要救助者が多数発生し

た事案や特異事案についての組織的な検討会や検証の実施などが挙げられます。 

 

６－４ 心がけていきたい態度・認知 

安全・確実・迅速な活動が求められる現場活動において、救助隊長が特に持ち

合わせておきたい態度・認知として、安全意識、冷静・平常心、現場指揮者への

報告・連絡・打診があります。要救助者の安全な救出と救助隊員の安全な活動は

最優先事項です。そのため、救助隊長が冷静で平常心でいることが、適切な状況

分析、判断、選択、必要な指示につながり、活動を正しい方向に導くことになり

ます。活動を正しい方向に導くためには、現場指揮者に活動全体についての正し

い方針を示してもらうことが必要であり、その決断を支えるのは救助隊長による

報告・連絡・打診です。 

（１）安全意識 

 【趣旨・ポイント】 

救助隊長は、安全に関する知識や過去の事故事例・教訓の蓄積を土台として、

俯瞰的かつ客観的な視点で現場全体を観察し、危険要因を予見・把握して、隊

員と相互に安全を確認しながら、具体的で適切な事前の危険排除策を講じて、

無事故の活動へと導かなければなりません。 

現場活動において、危険要因をゼロにすることはできません。まして、不安

定で不安全な周辺環境下での活動を強いられます。しかし、このような状況下

にあっても、救助隊長は危険要因を把握・予見し、事故発生の確率を減じる策
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を打ち出していかなければなりません。例えば、活動スペースの確保と部外者

の排除（消防警戒区域の設定）、環境測定と防護措置の徹底、事故対象物の動力

源遮断、引火危険の排除、不安定物の固定などがあげられます。現場活動の初

期、中期、後期の各フェーズにおける危険要因は異なり、局面も様々です。こ

うした変化する状況に内在する危険を発生させないための適時適切な対応が

必要となります。 

現場活動の安全性について、隊員の行動に対して疑問を持ったら、それを躊

躇せず口に出し、正しいと思われることを主張し、正しいと思われる行動を維

持する必要があります。救助隊長は隊員の行動が安全性に重大な影響を与える

おそれがあると感じたときに黙って見過ごしたり、そのことを曖昧にほのめか

だけではなく、たとえ意見の対立があっても納得いくまで正しいと思われるこ

とを主張すべきです。これは隊員から隊長に対しても同様です。また、救助隊

長は、質問を奨励したり、必要なら隊員の情報や意見を求めたりするなどして、

隊員の主張に積極的に応える必要があります。 

  ア 安全性に対して疑問に思ったことは、躊躇せずに口に出す 

    救助活動では、疑問に思ったことをはっきり言わなかったために、予期せ

ぬ事態となる場合があります。疑問に思った場合は、たとえはっきりとした

確信がなくとも「ちょっと待て、一度、確認しよう」など躊躇せず口に出す

必要があります。口に出すことにより隊員も問題意識を持つことが可能とな

ります。また、救助隊長が気付いていないことを、隊員が疑問に思う場合も

あることから、隊員が「待ってください、確認させてください。」などと主

張できるように、またその主張に応えるように備えておくことも求められま

す。 

  イ 自分の考え、意見を率直に伝える 

    活動中の事故では、救助隊長や周囲の隊員が注意喚起したものの、指示や

方法が適切でなかったために隊員が危険に気付かなかいことがあります。自

分の考え、意見、アドバイスを率直に伝えるべきであり、特に隊員が間違っ

たことをしようとしている場面を発見したときは、黙って見過ごしたりほの

めかしたりせず、「待て。」「その方法は違う。」「それ以上進むな。」など間違

いを率直に伝える必要があります。 

  ウ 危険であると感じたときは、主張の程度を強める 

    過去の事故では、事故を避けられるような重要情報や状況を認識していた

にも関わらず、それが適時適切に伝達・共有されなかったことが少なくあり

ません。疑問に思ったことや危険が迫っていると感じたときは、「待て！」

「足下注意！」「段差注意！」「ロープ踏むな！」など端的な言葉で相手の注

意を惹き、相手から見えるように指し示したり、顔をのぞき込んだりして視

覚に訴えながら話しかけるなど、主張の程度を強めることが重要です。 

  エ 意見の表明を受けた場合は、その隊員からの疑問、意見、アドバイス、質

問は可能な限り積極的に応えること 

    救助隊長は、現場活動においても、できる限り開放的なコミュニケーショ
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ンを維持し、隊員からの安全に関する主張には、積極的に応える必要があり

ます。疑問や意見に傾聴し、なぜそう考えたのか理由や根拠を質問するなど、

可能な限り隊員の疑問に応えることで、隊員は安全に関して積極的に意見等

を伝えやすくなります。現場における隊員からの意見や主張は、日頃からの

心理的安全性に裏付けられたものであるとの認識のもと、積極的に応えてい

くよう心がけてください。ただし、すぐに応答できない場合は「あとで詳し

く説明する」等一言添えるようにしてください。 

 【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

 ○二つの安全観 

失敗に着目して同じ失敗を減らすことを主眼とする安全観はセーフティ１と

呼ばれます。この安全観は非常に大事な安全観であり、資器材の正しい操作法

などは、この立場に立って考える必要があります。 

一方で、災害現場など状況に応じた臨機応変の行動をとる必要がある場合に

は、失敗を振り返るだけではなく、むしろ、「うまくいったこと、いっているこ

と（成功していること）に着目して、それ（成功）を増やしていく」という安

全観が求められます。つまり、もっと良いやり方はないだろうか、と考えてい

くのです。こうした安全観をセーフティ２といいます。スポーツを考えればわ

かりやすく、競技ルールは守らなくてはならないが（セーフティ１）、勝つため

にはプロの技に学ぶことや、よりよいやり方を考える、ということをしている

と思います（セーフティ２）。 

状況に応じた行動がうまくいくのは、人が状況に応じてパフォーマンスを調

整することにあり、これをレジリエンス（現場での変化への対応力）といいま

す。現場によって異なる状況下で安全を確保して活動するためにはこのレジリ

エンスの力が必要です。そのためには成功例に着目する、成功例から学ぶ、成

功例を活かすことが大事になります。 

「失敗を減らす従来の安全観」と「成功を増やしていくためのレジリエンス

を高める新しい安全観」を併せて考え、具体的策を講じていくことがより高い

安全の向上につながります。 

○救助活動の振り返りの際は、安全管理を含めた活動全体について、失敗につい

て振り返る「セーフティ１の振り返り」と成功について振り返る「セーフティ

２」の振り返りを併せて行うことも一つの手法かもしれません。ただし、この

場合も、肯定的なセーフティ２から始め、心理的安全性を確保した上で行うよ

うにするとよいでしょう。 

 

（２）冷静・平常心 

 【趣旨・ポイント】 

  冷静・平常心は、日頃からの準備に裏付けられる感情のコントロールによっ

て獲得できるものです。日頃からの準備とは、現場に臨むにあたっての知識・

技術の定着、訓練や災害経験の蓄積です。感情のコントロールとは、規律や客

観性などとも関連づけられ、自制心とも表現されます。周囲からの視線や期待

を意識し、自らが担う責任、役割及び立場に相応しい言動、立ち居振る舞いを



39 

 

意識的に継続することによって養われ、獲得できるものです。 

冷静・平常心は、限られた時間、限られた条件で下す様々な判断・決断（現

場の状況分析、救助資機材及び救助方法の選択、隊員への指示下命及び安全管

理など）を正しい方向に導いてくれます。冷静・平常心の第一歩は、自分の感

情を先走らせないことです。 

 

（３）現場指揮者への報告・連絡・打診 

【趣旨・ポイント】 

活動状況、危険要因、隊員の能力や消耗度合いなどを現場指揮者へ報告・連絡・

打診することは、基本的かつ重要な救助隊長の任務です。これらがあってはじめ

て現場指揮者は機能します。現場指揮者は現場の最高決定者であり最終責任者で

す。現場指揮者が示す活動方針や決断なくして、現場は進みません。また、現場

全体のリスクマネジメントと隊員への安全配慮なくして、事故を防ぐことはでき

ません。救助隊長には、あらゆる情報を報告し、連絡し、打診することで、現場

指揮者の決断や責任を支援する役割があります。 

焦り、緊張、不安、思い込みなどにより重要情報の報告・連絡・打診が不十分

となり、現場指揮者の活動方針の決断や活動隊員への安全対策の徹底等に、遅れ

や漏れが生じる可能性もあります。このような状況に陥らないためには、訓練項

目に報告・連絡・打診の動きを入れる、現場で焦り、緊張、不安などを感じたら、

深呼吸する、ワンテンポ置いてから話す、駆け足ではなく意識して早足で移動す

るなど、自分に合ったリカバリー法を見つけ、現場指揮者への適切な報告・連絡・

打診が必ず行えるようにしてください。 

 

６－５ 高めていきたいノンテクニカルスキル 

救助隊長は安全・確実・迅速な救助活動を実現するために、「災害実態の把握

→状況の分析→要救助者の数・所在・状態の把握→現場指揮本部への重要情報の

伝達→救助方法と使用する救助資機材の決定→隊員の選任と役割分担→要救助

者の救出と負担軽減措置→要救助者と隊員の安全管理→関係機関との調整→災

害後の事案の振り返り（評価と課題抽出、改善策の検討）」といった、一連の現場

活動の流れや場面に応じて様々な専門的スキルを発揮していく必要があります。

この一連の流れに共通し、特に優先度が高いと考えられるノンテクニカルスキル

として、観察力、リーダーシップ、リスクマネジメントがあげられます。 

（１）観察力 

 【趣旨・ポイント】 

   現場の観察力は、要救助者の安全・確実・迅速な救助のために必要不可欠な

力です。 

観察力とは、「身の回りの状況や事象を注意深く観察することで、様々な気づ

きを獲得する力です。物事を注意深く観察し、違いや変化に気付くことのでき

る力」をいいます。観察力を鍛えるには、日頃から周囲をよく眺めることや様々

な物事に興味や関心を持つなど自身の持つアンテナを高く張っておくことが

重要です。気付きを得るためには、「なぜ、そうなっているのか」「何か自分に

活かせることはないか」など、目にしたものを先入観や固定観念にとらわれる

ことなく、シンプルに捉えて思考するようにしましょう。また、変化に気付く
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ためには、日常的に人や周囲をよく観察し、変化する前の状態をよく覚えてお

くことで、何かしらの変化を察知することができます。さらに、気付きや変化

などの情報を集めるだけでなく、疑問点をそのままにせず詳しく調べることで、

その調査の過程で新たな事実や知見が得られます。思考の引き出しが増えるこ

とにもなり、さらに柔軟に物事を思考することができるようになり、視野も広

がり、観察力がいっそう磨かれます。 

救助隊長に必要な観察力は、要救助者や隊員への「人」に対する観察力と現

場状況や活動状況、安全管理、関係機関の動きといった「事象」に対する観察

力があります。いずれの観察力においても「変化に気付く」ことが最重要であ

り、その変化の中で最も重要視すべきは「要救助者の変化」と「安全状態の変

化」です。常に要救助者を観察し、状態を悪化させることなく、安全・確実・

迅速な救助を実現しなければなりません。要救助者の変化に気付いた時は、直

ちに隊員との情報共有や医師などの必要な支援を要請するなど迅速かつ適切

な対応をとってください。また、現場の危険要因を把握・予見し、事故の未然

防止策を講ずる必要があるため、現場の安全状態の変化に敏感でなければなり

ません。救助隊長はこうした「重要な変化に気付く」観察力を磨いておく必要

があります。 

 

（２）リーダーシップ 

 【趣旨・ポイント】 

   ここでいうリーダーシップは、前述したリーダーシップのうち、現場活動に

おける狭義のリーダーシップです。救助活動の原理原則である「災害により生

命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができな

い者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより消防

法の規定による人命の救助を行う」（救助活動に関する基準第２条）ために、

救助隊を率いる救助隊長に期待されている典型的な責任です。現場での状況分

析、選択、判断、決断、指示などがそれです。 

このリーダーシップを発揮するために救助隊長が持ち合わせるべきものは、

覚悟と経験です。救助隊長としての覚悟とは「躊躇なく決心すること」と「断

固として実行すること」です。最適な活動方針を決心し、それを隊員に示すと

ともに的確に指示を出し、実行することです。救助隊長は、隊員が決められな

いことを決める責任と決めたことを実行する責任があります。これに向き合う

内面の強さが必要です。 

災害経験が多いことや特異事案の経験があることは、救助隊長としての助け

にはなりますが、優秀な救助隊長の要件ではありません。災害経験は、ないよ

りはあった方が良いですが、その種別や内容、多少は偶然であり、自らコント

ロールできるものではないため、人によって千差万別です。重要なことは、自

分の災害経験のみに頼らずとも、他人の災害経験を活用することです。これは

自分の経験不足を補うことができ、あるいは補う以上の効果を得ることが可能

となります。具体的には、先輩同僚の経験談や他都市の活動事例を通して疑似
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経験をすることです。写真や映像があればそれらを活用し、活動内容のみなら

ず、日時、天候、方位などの環境、車両や装備に至るまで、あたかも自分がそ

の場の救助隊長であるかの目線でイメージするほか、可能であれば実際のその

現場に出向くなどしながら、当現場の救助隊長の目線で自分ならどう判断・決

断しただろうかといったイメージを膨らませながら、可能な限りリアルな疑似

経験に努めましょう。さらに重要なことは、この作業を一人で行うのではなく、

先輩や同僚、隊員などできるだけ多くの人と様々なイメージや場面を共有して

話合い、できそうなことや検証してみたいことを実動訓練や図上訓練をし、最

終的に分類したりまとめたりすることも有効です。他人の経験を自分の経験に

することで蓄積したイメージは、「躊躇なく決心すること」と「断固として実行

すること」を支え、自身のリーダーシップ能力を高めてくれます。 

 

（３）リスクマネジメント 

 【趣旨・ポイント】 

   リスクとは、危機が発生する可能性と発生した場合の影響度（危険源の危な

さ）の掛け合わせの概念であり、リスクマネジメントは、リスクを許容以下に

するよう管理することです。要救助者の意識レベル低下や確認不足・基本の省

略による隊員の不安全行動といった人的リスク、事故対象物の固定不良による

移動や落下、資機材への過剰負荷や性能限界を超過した使用などに伴う物的リ

スクなど、救助活動に潜むリスクを予見・把握するためには、日頃からの準備・

トレーニングが不可欠です。具体的には、消防庁で開催した「消防活動におけ

る安全管理に係る検討会」（平成 16 年 11 月）の確認、令和５年度の運用開始

を予定している「消防共有サイト」の活用、各消防本部で実施するＫＹＴ（危

険予知トレーニング）の実施などを通して、リスクマネジメントの能力を高め

ることが重要です。リスクマネジメントは、救助隊長としての現場管理能力を

支え、また、現場指揮者が救助活動方針を決定する際の支援（リスク要因の進

言）として、救助隊長が身に付けるべき能力です。  

【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

  ○要救助者の救出までに時間を要すると見込まれ、観察の結果、意識レベルや

バイタルサインが不安定な場合は、早めに現場への医師要請を行うとともに、

それまでの間は救急救命士に容態観察と対応を依頼し、安全・確実・迅速な

救助活動に集中するなど役割分担を明確にする事例もありました。 

  ○第 25 回全国消防救助シンポジウムの発表事例では、コンクリートに挟まれ

た作業員の救助活動の際、日本語の通じない責任者であったが、その者の名

前を呼んだ時は「危険だ」というルールを決めて活動にあたった、という事

例が紹介されました。また、別の事案では、自己確保の支点がない大規模低

所救助現場において、かねてから訓練で検証していた、単管を杭として地中

深くに埋め込み、バックアップを含めて複数箇所に配列することで強固な自

己確保支点及び資機材固定支点を形成し、これらを活用した隊員進入や資機

材投入が可能となった事例も紹介されました。 
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【第６章の理解度チェック表】 

項 目 
理解度チェック 

◎ ○ △ × 

６－１ 理想的な救助隊長像を実現するための到達目標（Ｐ●

～Ｐ●） 
    

６－２ 有すべき専門的知識（Ｐ●）     

６－３ 有すべき専門的スキル（Ｐ●）     

６－４ 心がけていきたい態度・認知（Ｐ●～Ｐ●）     

６－５ 高めていきたいノンテクニカルスキル（Ｐ●～Ｐ●）     

 

 

  



43 

 

第７章 訓練指導における理想的な救助隊長の解説 

この章では、訓練指導における理想的な救助隊長像ついて解説する。具体的には、

「理想的な救助隊長を実現するための到達目標」、「有すべき専門的知識」、「有すべ

き専門的スキル」についてまとめるとともに、「心がけていきたい態度・認知」及

び「高めていきたいノンテクニカルスキル」は特に重要な項目についてピックアッ

プしている。 

 

７－１ 理想的な救助隊長像を実現するための到達目標 

 

（１）救助活動に関する法的な知識を隊員に説明することができる。 

ア 「消防法」第 36 条の２に基づく「救助隊の編成、装備及び配置の基準を 

定める省令」に係る知識を説明することができる。 

イ 「救助活動に関する基準」第 6 条による資格及び第 7 条による任務を有 

し、第 19条から第 23条に基づき、救助活動、連携、中断等について最善な

措置を講ずることができる。 

【留意事項】 

 ○まずは、救助隊長（指揮者）がしっかりと法的な根拠や知識を身につける

ことからはじめてください。 

 ○関係法令や消防庁告示等を再度確認してください。 

  

（２）訓練計画に基づき、隊員に適した訓練を企画立案できる。 

ア 「救助活動に関する基準」第 13条から第 15条による教育訓練基本計画や

実施計画等に基づき、訓練を推進できる。 

イ 実災害に活用できる効果的な救助訓練を企画立案し、隊員が、自ら考える

力や責任感を持つとともに興味心や新しい試みなどを誘発する柔軟な訓練

を実施することができる。 

【留意事項】 

   ○消防本部、消防署の訓練年間計画を確認し、時間を作り、適時適切に行う

ことが大切です。毎日の通常点検後に資機材取扱訓練を含めた小規模な訓

練を実施、その後、救助隊のみの訓練、さらには消防隊との連携を考慮し

た段階的な訓練をするなど、バリエーションを増やしてください。 

○また、国、都道府県が企画する大規模な訓練では警察、自衛隊等の連携を

確認する貴重な時間として有効に活用してください。 

 

（３）各隊員の技量、体力、性格に応じた明確な到達目標を設定できる。 

ア 隊員個々の能力・技量（習熟度や実践能力等）を把握し、段階的にステッ

プアップできる救助訓練を企画できる。 

イ その際、当該訓練を企画した目的・到達目標を明確にし、目標達成の必要

性及び達成後の理想を伝えることができる。 

【留意事項】 

○権威勾配（階級や職制、責任、経験等において高低差が生じること）をなく
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し、指導者の指示・指揮に従い、なおかつ躊躇なく意見具申ができる環境づくりに

努めてください。そのためには、普段からのコミュニケーション、雰囲気づくり、そし

て、教える側、教わる側の心構えが必要です。 

○さらに、普段から、隊員の技量を確認し、技能に合わせた、また、技能の向

上を目的とした訓練を行うことに配慮してください。 

○明確な目標設定のほか、隊員の自発的なモチベーションを高める手法につい

ては、第５章５－１（７）を参照してください。 

 

（４）災害状況に応じた救助方法（資機材や各種救助法の組み合わせ）について指

導できる。 

ア 救助資機材の諸元性能に精通し、説明し、基本に忠実な取扱いの手本を示

すことができる。 

イ 各種救助法の概念と特性を理解し、手本を示すことができる。 

【留意事項】 

 ○まずは、消防救助操法の基準や各消防本部が策定しているマニュアルに基

づく基本訓練や各種救助法を再確認し、徹底してください。手本を示す際

も基本に忠実に実施してください。その後に、自らの経験（災害経験、訓

練経験）にもとづく指導も考慮するようにしてください。 

 ○マニュアルは、訓練に望む前の共通認識のほか、指導の道しるべともなり

ます。その一方で、マニュアルばかりに頼っていると、応用が求められた

時に臨機応変に対応できないおそれもあるため、地域の実情や最新の知見

に応じて、リバイスしていくことも大切です。 

 

（５）訓練時の安全管理や危険予測、危険排除について、具体的な指示、準備を行

うことができる。 

ア 安全管理の基礎知識を備え、隊員に安全教育を実施し、安全意識を向上さ

せることができる。 

イ 訓練計画時から危険要因の排除に努め、訓練実施前に改めて危険を予測し、

必要な安全資機材や装備を準備するなど事前の事故防止対策を徹底できる。 

ウ 安全管理者や安全監視員を適所に配置し警告合図や危険排除、訓練中止の

指示ができる。 

【留意事項】 

   ○訓練を実施するうえでの危険箇所、危険行為等について事前の注意点を抽

出しておき、抽出した注意点を具体的な形（危険箇所のマーキングや注意

表示、安全監視員の配置や危険行為があった場合は、直ちに訓練を中断す

る等のルール決め）で周知徹底してください。 

○安全監視員の配置及び安全監視員を明示（ビブスの着用、ヘルメットカバ

ーの着装等）してください。安全監視員に求められる行動については以下

のとおりです。 

①訓練中は、危険箇所の監視や隊員の危険行為の監視に集中し、訓練隊
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員の補助やサポートには入らない。ただし、危険行為の場合は躊躇せ

ず必要な対応をとる。 

②訓練終了後は、撤収作業に参加せず、撤収作業中の事故防止の監視に

徹する。 

 

（６）訓練実施後は、必ず評価、講評（褒める、認める、課題の提示等）を行い、

技術の定着と練度を向上させることができる。 

ア 訓練時のポイントとなる場面を振り返りながら、その行動について根拠を

持って評価し、設定した到達目標の達成度合い、推奨点及び反省点について

示すことができる。 

イ 個々の隊員の改善すべき点や強化すべき点を指摘し、具体的にどのように

すると良いか示すことができる。 

【趣旨・ポイント】 

   訓練の振り返りは、検討事項を洗い出し、検証をすることも大切ですが、次

回の訓練につながるような振り返りを行うことが重要です。“さらに”効果的

に活動するには、どのような訓練をしたほうが良いのかを考え、共有すること

が重要です。 

  ○救助隊長（指導者）は訓練中から振り返ること 

   隊員本人は訓練に集中しているために気付かないことや客観的に振り返る

ことが難しいことがあるため、救助隊長（指導者）は、計画通り進んでいる

か、到達目標を達成できそうか、訓練効果が現れているか等、隊員の行動を

よく観察し続け、的確な判断や判断の遅れ、良い動きや改善すべき不自然な

動きなど、救助隊長（指導者）が把握・記録してください。訓練をカメラ等

に動画として録画しておくことも一つの方法です。 

  ○救助隊長（指導者）自らがオープンな振り返りをすること 

   救助隊長（指導者）は、全隊員が客観的かつ感情的にならない振り返りを行

うようにしてください。例えば、最初に全体的に評価できる点や能力の向上

が見られた点を肯定的に伝えるなど、前向きな内容から始めます。次に救助

隊長（指導者）の過去の経験や反省事項、自身が注意したり、改善すれば皆

の活動が良くなる点、あるいは今後の訓練や事例の勉強等で補っていく点な

どについて、まずは救助隊長（指導者）が素直にかつオープンに振り返るこ

とで、隊員も安心して振り返りに参加することができます。その後、隊員の

振り返りに移る前に救助隊長（指導者）は、「自分のパフォーマンスについ

て指摘されたとしても自己防衛的になる必要はなく、むしろそれは伸びしろ

であり成長するチャンスであるから積極的かつ建設的に受け入れて、今後の

パフォーマンスに活かす振り返りにしよう」といった趣旨を伝え、隊員同士

が指摘することを受け入れる雰囲気をつくることが大切です。 

  ○救助隊長（指導者）は、指導内容が適正だったかを振り返る 

   救助隊長（指導者）は、以下点からの指導内容を振り返ってください。 

   ・到達目標を明確に伝えることができていたか 
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   ・安全管理体制に不備はなかったか 

・到達目標の達成度合いを伝えることができたか 

   ・良い点を認め、さらに伸ばす方法を示し、課題点を指摘して今後の改善に

ついて考えさせることができたか 

【身につける・改善ためのヒントや参考事例】 

○「隊員は今何ができて、何ができないのか」「隊員が到達したい課題は何 

なのか」の視点で、評価することが隊員の自発的な達成意欲に繋がります。 

○また、「隊員が今どのあたりで、次にどのあたりに到達すべきか」「どんな

障害があり、どうやって乗り越えるか」といった形で隊員本人に気付かせ、

救助隊長（指導者）もともに考える姿勢を示し、隊員に新たに挑戦する気

持ちを起こさせ、達成したいという気持ちを高めるようにしましょう。 

○Ｊ消防本部では、経験の浅い救助隊長であるため、隊員から教えてもらう

こともあり、高圧的にならない、意見を出しやすい雰囲気作りに努め、自

らも一緒に成長、レベルアップするようにしています。 

【留意事項】 

○心理的安全性を確保してください。 

○救助隊長（指導者）のネガティブで感情的な評価、講評は、隊員の内発的

動機付けを阻害する要因となることから、たとえ到達目標に達しない訓練

結果であっても、事実の評価と要因分析に努めるようにしてください。 

○隊員には、個々の能力に得意不得意があるため、訓練内容によっては習得

や定着までに時間を要する場合もある、ということを認識しないといけま

せん。個人訓練であれば上手くできるのに、救助隊長（指導者）の前では

できない場合もあるかもしれません。ミスをした時の批判や叱責をおそれ

て本来の力が発揮できない場合もあるかもしれません。しかし、どのよう

なタイプの隊員も粘り強く成長させていくことが育成の目的でもあるこ

とから、時間は要しても「あいつはダメだ」と諦めず、ポジティブなフィ

ードバックをしていくことが重要です。 

 

７－２ 有すべき専門的知識 

 【趣旨・ポイント】 

  有すべき専門的知識としては、救助関係法令や消防救助操法の基準、救助資機

材の諸元性能、各種救助法があります。他にも、各消防本部で策定している訓練

指導マニュアル、安全管理マニュアル、訓練時の公務災害事例があります。さら

には、訓練に活かすことができる災害経験や過去の訓練経験などもあります。 

  専門的知識を向上するためには、救助関係法令の確認、救助資機材の諸元性能

の再確認、消防救助操法の基準や各種救助方法の反復、消防庁が主催する全国消

防救助シンポジウムのような活動事例研究の蓄積や訓練経験、災害事例の共有

（現在消防庁が計画している「情報共有サイト」）などがあげられます。 

 

７－３ 有すべき専門的スキル 
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 【趣旨・ポイント】 

  有すべき専門的スキルとしては、隊員の救助業務適性把握（体力把握、基礎体

力トレーニングの実施、基礎訓練の反復、応用訓練への適応力や順応度合いの把

握等）、救助資機材の正しい取扱い、各種救助法の正しい手順・活用方法・事前

の安全対策、危険予知トレーニング（ＫＹＴ）の実施方法、安全管理者及び安全

監視員の適性配置と危険排除方法、訓練後の振り返りなどです。 

  専門的スキルを向上するためには、各消防本部で策定している訓練指導マニュ

アルに基づく指導方法の再確認、救助資機材の正しい取扱いと応用的活用法の再

確認、他の消防本部の訓練方法の収集、訓練における安全管理対策の研究、訓練

風景の動画撮影による指導方法や安全対策の振り返り、上司からの指摘・助言な

どが挙げられます。 

 

７－４ 心がけていきたい態度・認知 

訓練指導における救助隊長（指導者）の態度・認知として、探究心と学習意欲、

安全意識を挙げました。探求心と学習意欲は、救助隊長（指導者）に特有なもの

ではなく、消防官に採用された時点から持ち合わせているものですが、人に指導

する立場から、現場に活きる訓練や資機材の活用方法について追求し、学び続け

ることは、自分のためだけではありません。自分のためでありながらも隊員の能

力向上のため、ひいては住民の安心安全につながります。また、その求め、学ん

だことが訓練において確実に形となり、成果に結びつくためには、安全な訓練の

積み重ねが不可欠です。その礎として、ここでも安全意識を取り上げます。 

（１）探究心と学習意欲 

 【趣旨・ポイント】 

  訓練の目的は、救助活動現場において救助隊長の指示下命のもと、安全・確

実・迅速に活動できる隊員を育成することです。基本技術を組み合わせ、資機

材の活用方法を身に付け、あらゆる事案に応用を利かすことができる隊員を育

成するためには、救助隊長自身が救助業務を探求しつづける姿勢を持ち、隊員

とともに法令基準や救助法の背景や資機材の性能諸元、安全管理について学ん

だり、応用技術を訓練で試したりしながら現場で活用できること、あるいは反

対にやってはならないことを探求することが重要です。 

学習意欲や探究心のベースとなるのは、「なぜ」を突き詰め、「わかった」や

「できる」感触を獲得する成功体験の積み重ねです。救助業務の「なぜ」を一

つひとつ解決することは、住民の命や生活を守るための礎であり、訓練はその

手段の一つです。 

【身につける・改善するためのヒントや参考事例】 

  救助活動事例や新しい資機材を学ぶことも重要です。全国消防救助シンポジウ

ムへの参加又は過去のシンポジウムの記録集を活用した訓練実施、各種防災関係

の展示会やイベントに参加し、そこで出品されている最新の技術が駆使された資

機材に実際に触れたりして、後日デモンストレーションを依頼するなど、購入す

るしないに関わらず最新の情報に触れる機会や環境をつくることが重要です。 
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  ○全国消防救助シンポジウム記録集掲載場所（消防庁ＨＰ内） 

https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/symposium/enrichment001.h

tml 

 

（２）安全意識 

 【趣旨・ポイント】 

  現場編の記述と重なる部分は省略しますが、訓練においては、隊員に適した

訓練を企画し、訓練前ブリーフィングにおいて、隊員の体調を確認・把握し、

訓練の目的と到達目標を共有するとともに訓練中止基準等（警告合図等を含む）

についても確認してください。その後、訓練で使用する資機材を点検し、安全

用資機材の設定（転落防止、転倒防止等）や安全管理者・安全監視員を適所に

配置するなど、事前の事故防止対策を徹底してください。 

訓練中も現場と同様に、救助隊長は隊員の行動が安全性に重大な影響を与え

るおそれがあると感じたときに黙って見過ごしたり、ほのめかすだけでなく、

隊員の動きを止める又は訓練自体を中止するなど、安全を最優先してください。

訓練中の事故は絶対に避けなければなりません。 

 

７－５ 高めていきたいノンテクニカルスキル 

訓練指導における専門的スキルを発揮し、隊員の能力を高めるために有効なノ

ンテクニカルスキルとして、企画力、分析・評価力、表現力が挙げられます。救

助隊長（指導者）が訓練を企画し、その訓練の振り返りにおいて隊員の目標達成

度合いや隊員の能力を分析・評価し、その裏付けや証拠を「見える化」して表現

することは、一連の流れで是非とも獲得しておきたいノンテクニカルスキルです。 

（１）企画力 

 【趣旨・ポイント】 

   訓練を企画立案する際、隊員と相談しながら一緒に考えていくことが望まし

いです。この際、隊員がどのような課題認識を持っており、それを訓練でどの

ように改善・レベルアップしていきたいかを、しっかり傾聴した上で訓練を企

画することが重要です。そのうえで、隊員に適した訓練（技術レベルや判断レ

ベルが向上できる訓練）を考え、明確な到達目標を設定し、それを隊員と共通

の認識のもとで訓練を企画できると良いです。隊員が主体的に、自ら考えて訓

練に参加できるよう、しっかり傾聴したうえで訓練を企画し、具体的な訓練内

容を自ら計画するのみならず、隊員に自ら計画させるなどすることが重要です。 

 

（２）分析・評価力 

 【趣旨・ポイント】 

訓練の振り返りの際、隊員への指摘や評価について、指導者が一方的に話し、

隊員がそれらを逐一受け止める場面があります。しかし、振り返りにおいても、

隊員から、訓練の各場面で、何を考え、どのような意図で行動したのかや、迷い

や手順の違いなども話してもらい、救助隊長はそれらをしっかり受け止め、分析

https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/symposium/enrichment001.html
https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/symposium/enrichment001.html
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することからはじめると良いです。訓練の企画段階から隊員の課題や到達目標を

共有できていれば、隊員の振り返りに対して、指導者は目標の到達度合いの把握

や訓練によって向上あるいは獲得した能力分析が可能となり、それを踏まえた客

観的な評価や講評（褒める、認める、新たな課題の提示等）を的確に示すことが

できます。隊員は、それを通して自らの課題の達成度合いや隊内でのレベルや位

置づけを把握でき、次の新たな課題を発見することができます。 

 

（３）表現力 

 【趣旨・ポイント】 

   現在は「見える化」が求められる時代です。訓練実施にあたり、隊員の理解

を最も促進する表現力は「見せること」です。訓練前に映像、写真等を見せる、

あるいは救助隊長自らが手本を見せるなど、視覚に訴えてイメージを定着させ

てから訓練を始めてください。訓練後の振り返りの際も、訓練中に記録した映

像を活用して、個別具体的に振り返りながら、上手くいった場面や反対に上手

くいかなかった理由について、詳細な追体験や客観的な振り返りを行うことで、

訓練前に設定した到達目標の達成度合いが評価できます。 

   また、訓練中のミスや失敗を肯定的に評価する表現力も重要です。訓練は技

術力や判断力の定着や向上を目指して実施することが主眼となりますが、ミス

や失敗はつきものです。訓練におけるミスや失敗こそ貴重な産物ですし、訓練

は失敗を経験するために行うと言っても過言ではありません。救助隊長は、そ

のミスや失敗をただ指摘するのではなく、「この訓練で失敗を経験できて良か

った。失敗した要因を考えて、現場で同じミスを起こさないために何が必要か。

あるいは万が一同じようなミスが現場で起こりそうになった場合に、周りでど

のようなフォローができるか、皆で共通の認識を作って、次はその点も意識し

て訓練をやろうか。」「ミスや失敗を恐れず、おもいきり訓練して、上手くいっ

たことはそのまま現場で活かせるようにしよう。ミスや失敗は伸びしろだから、

自信を持って現場活動できるように不安なところは、明確な目標を設定しても

う一度同じ訓練してみよう」といった、肯定的で前向きな表現で振り返ること

がとても重要です。 
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【第７章の理解度チェック表】 

項 目 
理解度チェック 

◎ ○ △ × 

７－１ 理想的な救助隊長像を実現するための到達目標（Ｐ●

～Ｐ●） 
    

７－２ 有すべき専門的知識（Ｐ●）     

７－３ 有すべき専門的スキル（Ｐ●）     

７－４ 心がけていきたい態度・認知（Ｐ●～Ｐ●）     

７－５ 高めていきたいノンテクニカルスキル（Ｐ●～Ｐ●）     

 

 

 

 

 

第８章 事例紹介（各消防本部の好事例／他業種の参考事例） 
別途依頼 
 
 
第９章 参考資料 
別途依頼 
 


