
1 はじめに 

総務省消防庁1)によると，2019年，日本国内において
126,271人の心肺機能停止傷病者が全国の救急隊員に
よって搬送された．このうち，78,884人が心臓を原因と
する心肺機能停止，心原性心肺機能停止の傷病者であ
った． 

心臓への血流が非正常な場合，心室細動といった状
態に陥ることがある，その際に，電気ショックを与え，
心臓の動きを正常に戻すための医療機器がAEDであ
る．AEDは2004年に一般人にも使用が許可され，公共
施設や人が多く集まる場所への配備が急速に進んでい
る．2016年時点で推定60万台のAEDが日本国内に設置
されているといった調査結果2)も発表されている． 

AEDの普及は急速に進んでいるが，まだ十分に活用
されているとは言い難い．2019年における心原性心肺
機能停止傷病者78,884人のうち，一般市民による目撃
があったのが約32.4％の25,560人であった．一般市民が
目撃した傷病者のうち，なんらかの心肺蘇生が実施さ
れたのが約57.9%の14,789人，AEDが使用されたのは約
5.1%のわずか1,311人であった1)． 

AEDが使用された傷病者は生存率，社会復帰率とも
に比較的高い．一般市民が目撃後，心肺蘇生を実施し
なかった場合の心原性心肺機能停止傷病者の一ヶ月後
の生存率は9.3%, 社会復帰率は4.4%．なんらかの心肺
蘇生を行った場合，生存率17.3%，社会復帰率12.3%．
AEDが使用された場合，生存率53.6％，社会復帰率
46.0%であり1)，使用による十分な効果が確認できる． 
一般的に，AEDが十分な効果を発揮する時間は心停

止の発生から5分以内とされている3)．また，AEDの起
動から電気ショックの実施までには1分程度必要であ
る．仮に，傷病者の発見，119番通報，AED必要性の認
知に2分掛かったとすると，AEDの運搬に掛けられる
時間は2分となる．そのため，仮に分速150mで運搬し
た場合，片道150m以内にAEDが設置されていれば，2

分以内の運搬が可能である． 

AEDの設置場所は，オンライン上にマップ形式で公
開されおり4)，緊急時はこれを活用することで最も近
いAEDの位置を把握できる．また，各自治体もオープ
ンデータとしてAEDの設置場所を公開している．今回
の研究対象地域である相模原市においては822台分の
位置情報が公開されている5)． 

公共施設や人が集まる場所へのAED配備は着実に
進んでいる．しかし，突然心停止の6割以上は住宅で発
生している1)ため，自宅からAEDにアクセス可能な環
境も強く求められる．そこで本研究では， 現時点での
相模原市のAED設置状況を明らかにするため，住宅内
心停止の発生を想定し，住民の居住地からAEDまでの
距離を計測する． 

2 分析手法 

本章では本研究で用いる道路距離の計測方法を紹介
する．以下に示す①から⑤の和から得られる四通りの
道路距離のうち最も短いものを採用する．なお，Fig. 1

は①から⑤のイメージを示している． 

① スタート地点から最も近いエッジまでの直線距離． 
エッジまでの距離を計測する際，Fig. 1中のスター
ト*のように，エッジの両端点からエッジに対して
垂直に引いた二直線の間にスタート地点がない場
合はエッジ端点までの直線距離を用いる． 

② スタート地点から最近傍エッジに引いた垂線とエ
ッジの交点からエッジの両端ノードまでの距離，な
おスタート*の場合は 0． 

③ スタート地点から最近傍のエッジの両端点とゴー
ル地点から最近傍のエッジの両端点で四通りの最
短経路． 

④ ゴール地点から最近傍エッジに引いた垂線とエッ
ジの交点からエッジの両端ノードまでの距離． 

⑤ ゴール地点から最も近いエッジまでの直線距離． 

3 結果 

本研究では，相模原市と隣接自治体，神奈川県が提

合成人口と AEDオープンデータを活用した 

相模原市の AEDカバー率の分析 

○江尻雄一 原田拓弥 大内紀知（青山学院大学） 

Analysis of AED Coverage in Sagamihara City  

Using Synthetic Population and Open Data of AED 

* Y. Ejiri, T. Harada, and N. Ouchi (Aoyama Gakuin University) 

概要－   日本国内には推定約 60 万台の AED が設置されている．2019 年の心停止傷病者 78,884 人 
のうち，一般市民によってAED使用された傷病者数は 1,311人であり，AEDの設置状況には懸念が
残る．そこで本研究では，神奈川県相模原市を対象に，AED の位置と個人の距離を分析する．AED
と居住地の距離測定手段として直線距離と道路距離の二つを用いた． 
 
キーワード:  合成人口，AED，道路距離 

 

Fig. 1: 道路距離の測定イメージ 
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供する AED の設置場所に関するオープンデータ 5-13)，
村田らの提供する合成人口 14)，OpenStreetMap を用い
て測定を行った．なお，AEDの設置場所が住所のみ公
開の場合は，東京大学空間情報科学研究センターが提
供する「CSVアドレスマッチングサービス」15)を用い
て緯度経度に変換した．測定後，AEDまでの距離ごと
に人数，累積割合をまとめた結果を Table 1に示す． 

Table 1 より，各区の AED までの道路距離が 150m

以内の住民は緑区 7.7%，中央区 9.2%，南区 8.6%であ
る．仮に，運搬に掛けられる時間が 2分，分速 150mで
運搬を行うとすると，時間内に運搬を終了するために
は AED が片道 150m 以内に設置されている必要があ
る．ここから，住宅内心停止の発生を想定した場合，
各区の AED の設置状況は十分とは言い難い状況だと
考えられる． 

また，直線距離は道路距離を比較すると，例えば
AEDから 150m以内に居住する住民の割合は，三区す
べてにおいて直線距離のものが道路距離の三倍以上も
多くなっている．ここから，AED設置状況を分析する
際には，直線距離の計測では不十分で，道路距離の計
測を行うことにより意義があると考えられる． 

4 おわりに 

本研究では，神奈川県相模原市を対象に，住宅内心
停止の発生を想定し，住民の居住地と AED までの距
離を計測することで，AED 設置状況の分析を行った．
ここで，距離には道路距離と直線距離の二種類を用い
た．本研究の結果から，相模原市の AED設置状況が十
分とは言い難いこと，道路距離での分析が直線距離で
の分析よりも意義があることが明らかとなった． 

一方で，道路距離の計測方法が二次元的であること
は本研究の課題である．例えば，マンションのような
高層住宅，道路上の下り坂上り坂などは考慮できてい
ないため，実際に運搬する際の移動距離とは異なると
考えられる． 

また，本研究では一基準として AED までの距離
150m 以内を用いたが，運搬速度が人それぞれ異なる
ことも考慮すべきである．加えて，緊急時に AEDが運
搬可能な位置に設置されていたとしても，他の誰かが
傷病者を発見し，AED の必要性や近くにある AED の
位置を認知していなければ AED は利用できない．今
後は，AED までの距離以外にも「同居人の有無」や
「AEDに対する意識」，「運搬者の身体能力」といっ
た視点を加えた社会シミュレーション分析を行いたい． 
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Table 1: AEDまでの距離区間と人数，累積割合 

 

緑区 中央区 南区

区間（m） 道路 直線 道路 直線 道路 直線

[0,50) 844 (0.5%) 5,070 (3.2%) 1,367 (0.5%) 8,147 (3.2%) 1,603 (0.6%) 9,109 (3.5%)

[50,100) 4,162 (3.1%) 13,731 (11.8%) 7,321 (3.5%) 28,255 (14.5%) 7,294 (3.5%) 28,534 (14.6%)

[100,150) 7,302 (7.7%) 19,911 (24.2%) 14,456 (9.2%) 42,412 (31.3%) 13,302 (8.6%) 40,745 (30.4%)

[150,200) 9,968 (13.9%) 22,995 (38.6%) 23,502 (18.6%) 47,506 (50.2%) 20,652 (16.6%) 43,945 (47.5%)

[200,250) 12,568 (21.8%) 20,723 (51.6%) 30,544 (30.7%) 41,472 (66.7%) 26,358 (26.9%) 40,842 (63.3%)

[250,300) 15,951 (31.8%) 18,441 (63.1%) 33,308 (43.9%) 31,352 (79.2%) 31,175 (39.0%) 32,057 (75.8%)

[300,400) 29,824 (50.4%) 25,776 (79.3%) 57,674 (66.9%) 34,228 (92.8%) 60,095 (62.3%) 39,497 (91.1%)

[400,500) 25,254 (66.2%) 12,709 (87.2%) 39,731 (82.7%) 12,494 (97.8%) 42,240 (78.7%) 15,364 (97.1%)

500以上 53,953 (100.0%) 20,470 (100.0%) 43,517 (100.0%) 5,554 (100.0%) 54,960 (100.0%) 7,586 (100.0%)

注：単位は人，()内は累積割合
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