
９月９日
は

「救急
の日」で

す。

「救急の日」は、救急業務や救急医療に対して、市民の皆さんの理解と認識
を深めていただくとともに、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的
に、昭和57年に定められました。
今回は、この日をきっかけに、応急手当てや救急業務、救急医療に関心を
持っていただくため、救急について特集をしました。
助かるはずの命があります。　ぜひ、皆さんの力で助けましょう。
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1
1
9
番
通
報
に
つ
い
て

い
ざ
と
い
う
時
に
備
え
、
正
し

い
通
報
の
仕
方
を
身
に
付
け
ま

し
ょ
う
。

固
定
電
話
か
ら
の
通
報

電
話
が
つ
な
が
っ
た
ら
、 

落
ち

着
い
て
は
っ
き
り
お
答
え
く
だ
さ

い
。
通
信
員
は
次
の
こ
と
を
尋
ね

ま
す
。
少
し
で
も
早
く
出
動
で
き

る
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
火
事
で
す
か
？

　
　
　

救
急
で
す
か
？

◎
今
お
使
い
の

　
　
　

電
話
番
号
は
？

◎
場
所
は
ど
こ
で
す
か
？

◎
ど
な
た
が

　
　

ど
う
し
ま
し
た
か
？

　
携
帯
電
話
か
ら
の
通
報

携
帯
電
話
は
固
定
電
話
と
比
べ
、

次
の
よ
う
な
注
意
点
が
あ
り
ま
す
。

▼
土
岐
市
以
外
の
消
防
本
部
に
つ

な
が
る
こ
と
が
あ
る

携
帯
電
話
の
場
合
、
1
1
9
番

通
報
が
必
ず
近
く
の
消
防
署
に
つ

な
が
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
も
し
、

他
市
の
消
防
署
に
つ
な
が
っ
た
ら

病
気
の
人
・
け
が
を
し
た
人

を
発
見
し
た
！

1
1
9
番
通
報
を
か
け
る
こ
と

は
、
皆
さ
ん
の
一
生
の
う
ち
に
何

度
も
経
験
す
る
こ
と
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
つ
そ
の

場
面
に
直
面
す
る
か
分
か
り
ま
せ

ん
。正

し
く
通
報
で
き
た
か
ど
う
か

で
、
病
気
や
け
が
を
し
た
人
の
そ

の
後
の
人
生
に
重
大
な
影
響
を
及

ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

病
気
や
け
が
を
し
て
い
る
人
を

発
見
し
「
様
子
が
お
か
し
い
」

「
病
院
へ
行
っ
た
方
が
良
い
」
と

判
断
し
た
場
合
は
、
い
ち
早
く

1
1
9
番
通
報
を
し
て
く
だ
さ
い
。

「
土
岐
市
内
」
か
ら
通
報
し
て
い

る
こ
と
を
伝
え
れ
ば
、
市
消
防
本

部
へ
転
送
し
て
も
ら
え
ま
す
。

▼
自
分
が
ど
こ
に
い
る
の
か
が
分

か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る

現
在
地
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
救

急
隊
は
現
場
に
向
か
う
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
地
元
の
方
や
近
く
の

お
店
な
ど
で
住
所
を
聞
き
、
場
所

の
確
認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
固
定
電
話
か
ら
の
通
報
は
、
す

べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
電
話

番
号
の
登
録
住
所
が
地
図
上
に
表

示
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
現

場
を
素
早
く
特
定
で
き
ま
す
。

や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
で

き
る
だ
け
お
近
く
の
固
定
電
話
か

ら
の
1
1
9
番
通
報
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。　皆さんご存じの通り、119番とい

えば火災・救急などの緊急通報ダイ

ヤル番号ですね。実はこの「119

番」、昭和2年までは「112番」でし

た。　

　当時は黒電話（ダイヤル電話）が

主流であったため、一刻を争う緊急

のためにダイヤル時間の短い番号と

して「112番」が指定されたのです

が、当時はダイヤルに不慣れなため

か、誤った接続が多かったそうです。

そこで昭和2年に現在の「119番」に

見直されました。

　また最後に9を回すことでかけ間

違いを防ぐとともに、

落ち着いて通報する

ことができるともい

われています。

119番豆知識

早い通報

９月９日
は

「救急
の日」で

す。

救命のリレー

通信指令室で通報を受ける通信員
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平成20年救命処置実施状況

胸骨圧迫
31％

処置なし
61％

心肺蘇生
8％

〈土岐市〉

早い応急手当
Ａ
Ｅ
Ｄ
に
つ
い
て

救
急
講
習
会
に
つ
い
て

る
前
に
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た

人
が
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
用
す
る
こ
と

が
、
救
命
の
リ
レ
ー
で
重
要
な
こ

と
な
の
で
す
。

Ａ
Ｅ
Ｄ
は

誰
で
も
使
え
る
の
？

Ａ
Ｅ
Ｄ
は
電
源
を
入
れ
る
と
音

声
指
示
が
流
れ
て
使
用
手
順
を
教

え
て
く
れ
る
た
め
、
使
用
方
法
は

簡
単
で
す
。
ま
た
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
だ
け

で
は
な
く
、
心
肺
蘇
生
法
と
併
用

し
て
使
用
す
る
こ
と
で
救
命
の
確

率
が
上
が
る
た
め
、
救
急
講
習
会

の
受
講
を
お
勧
め
し
ま
す
。

※
心
室
細
動
＝
心
臓
が
細
か
く
ブ
ル
ブ

ル
震
え
て
血
液
を
全
身
に
送
る
こ
と

が
で
き
な
い
状
態

Ａ
Ｅ
Ｄ
っ
て
何
？

Ａ
Ｅ
Ｄ
は
小
型
の
器
械
で
、
裸

の
胸
に
電
極
パ
ッ
ド
を
張
る
こ
と

で
自
動
的
に
心
臓
の
状
態
を
判
断

し
、
心
室
細
動
（
※
）
と
い
う
不

整
脈
を
起
こ
し
て
い
れ
ば
、
強
い

電
流
を
一
瞬
流
し
て
心
臓
に
電
気

シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
こ
と
で
、
心

臓
の
状
態
を
正
常
に
戻
す
機
能
を

持
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
必
要
な
の
？

突
然
の
心
停
止
で
は
心
室
細
動

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
最

も
効
果
的
な
治
療
は
電
気
シ
ョ
ッ

ク
で
す
。
し
か
し
、
時
間
が
経
過

す
る
こ
と
で
救
命
の
成
功
率
は
減

少
し
て
し
ま
い
ま
す
。

救
急
車
に
も
Ａ
Ｅ
Ｄ
は
積
載
し

て
あ
り
ま
す
が
、
救
急
車
の
出
動

か
ら
現
場
に
到
着
す
る
ま
で
約
７

分
間
か
か
り
ま
す
。
救
急
隊
が
到

着
し
た
時
に
は
患
者
さ
ん
の
心
臓

が
完
全
に
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
状

態
に
な
っ
て
い
る
事
が
多
く
、
こ

の
場
合
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
は
使
用
で
き
ま

せ
ん
。

そ
の
た
め
、
救
急
隊
が
到
着
す

救
急
救
命
士
法
の
制
定
に
よ
り

救
急
隊
員
の
行
う
応
急
処
置
内
容

が
拡
大
し
、
全
国
的
に
救
命
率
は

徐
々
に
上
が
っ
て
い
ま
す
が
、
救

急
現
場
で
は
、
そ
の
場
に
居
合
わ

せ
た
方
の
救
命
処
置
（
心
肺
蘇
生

法
）
が
最
も
重
要
で
す
。

し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
実
施
件
数

が
少
な
い
の
が
現
状
で
す
。

消
防
署
で
は
、
毎
年
約
90
回
の

救
急
講
習
を
開
催
し
、
平
成
17
年

か
ら
去
年
ま
で
の
４
年
間
で
、
約

9
3
0
0
人
の
方
が
参
加
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
市
の
人
口
の
約
15
％

に
当
た
り
ま
す
。
ま
だ
講
習
会
に

参
加
し
た
こ
と
の
な
い
方
は
、
ぜ

ひ
参
加
し
ま
し
ょ
う
。

詳
し
く
は
、
北
消
防
署
（
☎
○53　

0
1
1
9
）ま
た
は
南
消
防
署（
☎

○58　
0
1
1
9
） 
へ
ど
う
ぞ
。

　

レ
ス
キ
ュ
ー
ハ
ー
ト
・
土
岐
は
、
応

急
手
当
て
の
必
要
性
と
心
肺
蘇
生
法
を

広
め
る
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
で

す
。

　

今
年
で
結
成
10
年
を
迎
え
、
現
在
の

会
員
数
は
36
人
で
す
。
消
防
署
で
開
催

さ
れ
る
救
急
講
習
会
で
の
実
技
指
導

や
、
10
月
に
セ
ラ
ト
ピ
ア
土
岐
で
開
催

さ
れ
る
「
健
康
を
守
る
市
民
の
集
い
」

な
ど
に
参
加
し
て
、
応
急
手
当
て
の
必

要
性
を
訴
え
る
と
と
も
に
心
肺
蘇
生
法

の
普
及
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

興
味
の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
レ
ス

キ
ュ
ー
ハ
ー
ト
・
土
岐
に
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
レ
ス
キ
ュ
ー
ハ
ー
ト
・

土
岐
事
務
局
（
北
消
防
署
救
急
係

☎
○53　
0
1
2
3
）
へ
ど
う
ぞ
。

レスキューハート・土岐に参加しませんか？

昨年の「健康を守る市民の集い」での活動の様子

市役所玄関ホールに設置されたＡＥＤ
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一
刻
を
争
う

救
命
処
置
の
た
め
に

早い救急処置

早い救命医療

［　上　］気管挿管
口の中に専用のチューブを入
れて、より空気が通るように
します

［左上］静脈路確保（点滴）
薬剤がすぐ投与できるように
点滴をします

［　左　］薬剤投与
点滴と同時に、心臓の動きを
助ける薬を使います

医
療
ス
タ
ッ
フ
と
の
連
携

　

救
急
隊
が
患
者
さ
ん
を
病
院
に

搬
送
す
る
と
き
、
医
師
が
現
場
の

救
急
隊
に
高
度
救
命
処
置
の
許
可

や
指
示
を
出
し
た
り
、
ま
た
事
前

に
救
急
隊
か
ら
病
気
や
け
が
の
情

報
を
知
ら
せ
る
こ
と
で
、
病
院
の

救
急
処
置
室
に
搬
送
さ
れ
た
患
者

さ
ん
は
、
医
師
、
看
護
師
な
ど
の

ス
タ
ッ
フ
に
よ
り
適
切
な
医
療
を

速
や
か
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　病気の人やけがをした人を発見したその時「救命のリレー」がスタートします。そのバトンを医療機関へつなぐことで人

の命を救うことができます。皆さんがバトンをつなぐ日が来るかも知れません。

　9月9日の「救急の日」をきっかけに「救命のリレー」を意識していただき、救急救命活動にご協力をお願いします。

詳しくは、消防本部（☎○53　0123）へどうぞ。

処置の指示

病人・
ケガ人の
情報

救急隊による早い救急処置

市立総合病院脳神経外科部長
兼救急診療科部長
熊谷守雄先生

患
者
さ
ん
の
心
臓
や
呼
吸
が
止

ま
っ
て
い
た
場
合
、
救
急
隊
も
Ａ

Ｅ
Ｄ
を
使
用
し
、
心
臓
マ
ッ
サ
ー

ジ
や
人
工
呼
吸
と
い
っ
た
心
肺
蘇

生
法
を
実
施
し
な
が
ら
病
院
ま
で

搬
送
し
ま
す
。

救
急
隊
の
中
に
は
『
救
急
救
命

士
』
と
い
う
資
格
を
持
っ
た
隊
員

が
い
ま
す
。
救
急
救
命
士
は
、
心

臓
や
呼
吸
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た

患
者
さ
ん
に
対
し
て
心
肺
蘇
生
法

は
も
ち
ろ
ん
、
病
院
の
医
師
と
直

接
連
絡
を
取
っ
て
高
度
救
命
処
置

を
施
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

救
急
隊
は
、
左
の
写
真
の
よ
う

な
器
具
を
用
い
て
救
命
処
置
を
施

す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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