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住宅火災から大切な生命を守るために、
住宅用火災警報器を設置してください

中
野　

克
義　
さ
ん

38
年
間
勤
め
た
小
中
学
校
の
教
員
を
昨

年
退
職
し
、
本
年
度
か
ら
幼
稚
園
に
勤
務

し
て
い
ま
す
。
対
象
の
子
ど
も
が
中
学
生

か
ら
幼
稚
園
児
に
変
わ
り
、
最
初
は
そ
の

ギ
ャ
ッ
プ
に
戸
惑
い
ま
し
た
が
、
今
で
は

純
真
な
子
ど
も
た
ち
に
囲
ま
れ
て
楽
し
く

勤
務
し
て
い
ま
す
。

幼
稚
園
に
来
て
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と

が
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
目
は
、
職
員
の

ほ
と
ん
ど
が
女
性
と
い
う
こ
と
で
す
。
本

園
で
も
12
人
の
職
員
の
う
ち
、
男
性
は
私

だ
け
で
す
。
市
内
の
幼
稚
園
の
職
員
全
体

で
も
、
男
性
は
3
人
（
園
長
は
除
く
）
で

す
。
昔
は
保
育
園
の
免
許
を
持
っ
た
先
生

を
「
保
母
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で

す
が
、
今
は
「
保
育
士
さ
ん
」
に
変
わ
り

ま
し
た
。
幼
児
教
育
は
女
性
中
心
が
ふ
さ

わ
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
男
性
の
良

さ
を
生
か
す
た
め
に
も
、
男
性
の
保
育
士

が
も
う
少
し
増
え
て
も
良
い
の
で
は
、
と

感
じ
て
い
ま
す
。
二
つ
目
は
、
幼
稚
園
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
あ
り
ま
す
が
、
入

園
式
で
も
運
動
会
で
も
、
毎
回
教
室
や
会

場
に
入
れ
な
い
く
ら
い
た
く
さ
ん
の
保
護

者
が
出
席
し
、
関
心
の
高
さ
が
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。
少
子
化
の
中
、
保
護
者

の
愛
情
を
一
身
に
受
け
た
大
切
な
子
ど
も

た
ち
な
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
運
動
会

の
親
子
競
技
の
場
面
で
は
、
お
父
さ
ん
や

お
母
さ
ん
に
お
ん
ぶ
を
し
て
も
ら
っ
て
い

る
園
児
の
顔
が
、
今
で
も
脳
裏
に
焼
き
付

い
て
い
ま
す
。
何
と
も
い
え
な
い
満
面
の

笑
み
、
幸
せ
い
っ
ぱ
い
の
笑
顔
は
、
親
子

関
係
の
大
切
さ
、「
園
児
に
と
っ
て
家
庭

が
一
番　

家
族
が
一
番
」
を
印
象
付
け
た

一
瞬
で
し
た
。
ま
た
、
先
日
実
施
し
た
祖

父
母
参
観
も
、
会
場
の
遊
戯
室
が
狭
く
感

じ
る
ほ
ど
の
盛
況
ぶ
り
で
し
た
。
お
じ
い

ち
ゃ
ん
・
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
似
顔
絵
を
描

い
た
り
、
科
学
遊
び
を
し
て
楽
し
み
ま
し

た
が
、
普
段
は
見
ら
れ
な
い
ほ
ほ
え
ま
し

い
、
幸
せ
そ
う
な
瞬
間
に
あ
ふ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
ん
な
園
児
た
ち
の
純
真
な
姿
を

毎
日
目
に
し
な
が
ら
、「
園
は
、
家
庭
は
、

親
は
、
大
人
は
、
ど
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
か
」
を
、
真
剣
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る

日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。
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救急車の適正利用について

皆
さ
ん
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
ご
家
族
や
友
人
、
知
人
の

方
々
と
新
し
い
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
思

い
ま
す
。
今
号
も
昨
年
に
引
き
続
き
、
市

に
寄
せ
ら
れ
た
「
土
岐
市
の
男
女
共
同
参

画
に
つ
い
て
」
を
お
届
け
し
ま
す
。

今
回
は
、
泉
幼
稚
園
の
中
野
克
義
園
長

で
す
。
元
気
で
明
る
い
子
ど
も
た
ち
の
様

子
と
、
子
ど
も
を
取
り
巻
く
私
た
ち
大
人

に
つ
い
て
の
お
話
で
す
。

園
児
の
幸
せ
の
た
め
に
私
た
ち
は

現在、市消防本部では４隊の救急隊を配備し、24時間皆さんの救急要請に迅速に対
応できるように努めています。
このところ、１年間の救急件数は2,000件以上あり、その数は年々増加しています。
以下のような不適切な救急車の利用により、本当に救急車を必要とする人への対応

が遅れてしまい、１分１秒を争うけがや病気の方への対応が遅れ、状態を悪化させて
しまう可能性があります。

　●　救急車で病院へ行った方が優先的に診てもらえる。
　●　タクシーだとお金が掛かる。
　●　夜間や休日はどこの病院へ行けばいいのか分からない。

救急車は、緊急性の高いけがや病気をした方を一刻も早く病院へ搬送する車です。救急車を利用する前に、
「本当に救急車が必要なのか？」をもう一度考えてみてください。
救急車を呼ぶほどでもないが、かかりつけの病院がない、診察してくれる病院が分からないなどの時は

『救急医療情報センター（☎○55　3799・24時間対応）』へ問い合わせください。 

こんな理由で
救急車を呼んで
いませんか？

2011.1.1　広報とき 12


