
い
ざ
119
番
通
報
を
す
る
と
き
に 

　
本
市
で
救
急
業
務
が
開
始
さ
れ

た
の
は
、
昭
和
37
年
に
な
り
ま
す
。

以
来
、
救
急
車
の
出
動
件
数
は
、

年
を
追
う
ご
と
に
増
え
続
け
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
同
時
に
、
数
多
く

の
命
が
救
わ
れ
て
き
た
と
も
い
え

ま
す
。
24
時
間
体
制
で
い
つ
で
も

駆
け
付
け
る
救
急
車
は
「
安
心
」

と
い
う
ま
ち
の
財
産
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
最
近
で

は
、
意
図
的
な
タ
ク
シ
ー
代
わ
り

と
し
て
の
利
用
な
ど
の
安
易
な
要

請
が
増
え
て
い
る
と
い
う
悲
し
い

現
実
が
あ
り
ま
す
。
緊
急
性

の
低
い
電
話
に
追
わ
れ
て
い

る
そ
の
間
に
、
1
分
1
秒
を

争
う
人
が
、
救
急
車
を
待
っ

て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
救
急
車
の
適
正
利
用
の
た

め
に
も
、
119
番
通
報
を
す
る

か
ど
う
か
迷
っ
た
と
き
に
は
、

か
か
り
つ
け
の
病
院
や
、
病

院
が
開
い
て
い
な
い
時
間
で

あ
れ
ば
夜
間
・
休
日
急
病
セ

ン
タ
ー※

へ
一
度
問
い
合
わ

せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
今
後
、
さ
ら
に
進
む
高
齢
化
社

会
の
中
で
、
救
急
車
の
出
動
件
数

は
今
以
上
に
増
え
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
4
月
か
ら
は
人
口
規
模
の

基
準
の
変
更
に
伴
い
、
新
開
町
に

1
台
（
平
日
8
時
45
分
〜
17
時
15

分
の
暫
定
的
な
対
応
）
を
増
台
し

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
市
内
全
体

で
等
間
隔
に
救
急
車
の
配
置
が
実

現
さ
れ
、
増
え
続
け
る
救
急
要
請

へ
の
迅
速
な
対
応
が
可
能
と
な
り

ま
す
。
救
急
車
の
適
正
利
用
に
つ

い
て
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

今
後
と
も
皆
さ
ま
の
大
切
な
命
を

守
っ
て
い
け
る
よ
う
消
防
職
員
一

丸
と
な
っ
て
任
務
に
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

 
一
番
大
事
な
こ
と
は
「
ゆ
っ
く
り
と
」

　

119
番
通
報
を
さ
れ
る
方
は
、
早
く
救
急
車

が
来
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
慌
て
て

し
ま
う
も
の
で
す
が
、
出
動
の
際
に
は
、
ま
ず

場
所
を
特
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
ゆ
っ
く
り
と
落
ち
着
い
て
係
員
の

問
い
掛
け
に
答
え
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
流
れ

に
つ
い
て
は
左
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

救
急
車
の
サ
イ
レ
ン
に
つ
い
て

　
119
番
通
報
の
際
に
、
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
さ
な

い
で
来
て
ほ
し
い
と
い
う
お
願
い
が
あ
り
ま
す

が
、
救
急
車
は
安
全
か
つ
迅
速
に
現
場
に
到
着

で
き
る
よ
う
に
赤
色
灯
を
つ
け
、
サ
イ
レ
ン
を

鳴
ら
し
て
走
行
す
る
よ
う
に
法
律
で
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

 

通
報
し
た
後
に
は

　
119
番
通
報
後
は
、
救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で

現
場
に
い
て
サ
イ
レ
ン
が
聞
こ
え
た
ら
手
を
振

っ
て
合
図
し
て
く
だ
さ
い
。
特
に
携
帯
電
話
で

の
通
報
で
は
現
場
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
と
、
場

所
の
特
定
に
時
間
が
か
か
り
、
最
寄
り
の
場
所

か
ら
の
救
急
車
の
出
動
が
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

増
え
続
け
る
救
急
要
請
に

応
え
て
い
く
た
め
に

消防長　渡部　勲
わたなべ　 いさお

※夜間・休日急病センターの電話番号などは10ページの健康ガイドをご覧ください

救急要請の流れ
1 119番に通報する。

慌てずゆっくりと答える

119番通報をしたら、まず「救急です」
と伝えてください。

2 救急であることを告げる

住所は、必ず、市町村名から伝えてく
ださい。住所が分からないときは、近
くの大きな建物、交差点など目印にな
るものを伝えてください。

3 救急車に来てほしい住所を
伝える

最初に、誰が、どのようにして、どう
なったと簡潔に伝えてください。また、
分かる範囲で意識、呼吸の有無などを
伝えてください。

4 具合の悪い方の症状を伝える

具合の悪い方の年齢を伝えてください。
分からないときは、「60代」のように、
おおよそで構いませんので伝えてくだ
さい。

5 具合の悪い方の年齢を伝える

あなたのお名前と119番通報後も連絡可
能な電話番号を伝えてください。場所
が不明なときなどに、問い合わせるこ
とがあります。

6 あなたのお名前と連絡先を
伝える

119番、火事ですか？
救急ですか？

救急です

住所はどこですか？

○○市○丁目
○番地です

おいくつの方ですか？

65歳です

どうしましたか？

父親が、胸の痛みを
訴えて倒れました

あなたの名前と連絡
先を教えてください

私の名前は○山□男です。
電話番号は…

知って安心

119番
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