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 平成 23年（2011 年）3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震では、住民自身が避難を決断し、
迅速に避難行動をとったか否かが生死を分けたと言われています。 
災害は、その発生自体を防ぐことはできませんが、市民の皆さんが常日頃から地域の災害環境を
把握し、災害時には自ら状況を判断し行動する力を身につけることで、災害による被害を減らす「減
災」に結びつけることができます。 
 市民の皆さんは、この防災べんり帳などをもとに、防災について自ら考え、学び、いざという時
に周りの方と助け合って的確に行動できるように備えてください。 
 
 防災に関する情報は、広島市ホームページでも掲載していますのでご覧ください。 
 
 
  
（地震） 
 広島市では平成 19年度（2007 年度）に地震被害想定調査を実施しました。本市に影響を及ぼす
と想定される 5つの地震の被害想定結果は次のとおりです。 
【被害想定結果】 

※発生確率は、地震調査研究推進本部の公表値（H24（2012）.1.1 現在） 

 （風水害） 

  災災害害へへのの自自主主的的なな備備ええをを！！！！ 

本本市市のの災災害害環環境境はは？？ 

災害共通編   

土砂災害

洪水

高潮

 本市域における津波は、東南海・南海地震が同時に発生した場合、地震発生から２時間半
頃までは引き波で、その後、豊後水道からの第一波が到達して水位は上昇に転じ、約４時間後
に最大水位（高さ約１ｍ）になると予測されています。

広島市は水と緑に恵まれた都市景観からなる反面、洪水や高潮による災害、周辺山麓部でのが
け崩れや土石流による災害発生の危険性があります。  

本市域には太田川水系の各河川、八幡川、瀬野川、岡ノ下川などの氾濫による浸
水が想定されています。大雨などによる洪水には注意が必要です。
広島湾は南に開かれたU字形の湾形で、しかもデルタ市街地の大半は低地帯で
あるため、満潮時と台風などによる気圧の低下などの場合、注意が必要です。
広島市内では、急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流、地すべり危険箇所が
多数あり、大雨などによる土砂災害には注意が必要です。   

災害共通編
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災害はいつ起こるか予想できません。日頃から
各家庭で災害への備えを話し合い、認識を一つに
することが大切です。 
地震や風水害など、災害種別ごとの集合場所や

避難場所、避難経路、安否確認方法などを決めて
おきましょう。 
 避難場所などは第２、第３の候補も忘れずに！ 
 

  

● 避難の基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 避難時の心得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ・洪水や津波などの浸水時の避難は、堅固な建築物の上階に避難することも有効です。 

家家族族でで防防災災会会議議をを開開ききままししょょうう！！  

避避難難ににつついいてて  
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気象情報の入手先
 
 
 
 
  
 
 
 

http://www.jma.go.jp/

http://www.river.go.jp/
http://i.river.go.jp/

http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/

http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/i/

http://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/

http://www.bousai-mail.pref.hiroshima.lg.jp/

http://www.k-bousai.city.hiroshima.jp/

気象庁

国土交通庁 川の防災情報

土砂災害ポータルひろしま

広島県
防災情報メール通知サービス

広島市
防災情報メール配信システム

 

災害時には、防災行政無線（屋内受信機・屋外スピーカー）や防災情報メール、緊急速報メール、
ラジオ・テレビ、サイレン、広報車等さまざまな手段で情報伝達を行っています。 

 
 
 
 
 
 

 広島県 防災Web
（防災情報総合ポータル）
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 大規模な災害が発生した際には、家族が離れ離れになった場合や遠方

の方と安否確認の連絡をとる場合などの確認手段として、電話会社などから

「災害用伝言ダイヤル 171」や「災害用伝言板サービス」が提供されます。 

【災害用伝言ダイヤル 171の使い方】（伝言の再生、録音には通話料がかかります） 
 

 

 

 

 

 

【携帯電話災害用伝言板の使い方】（伝言の登録、確認にはデータ通信料がかかります） 
 

 

 

 

 

◆ 「災害用伝言ダイヤル 171」や「災害用伝言板サービス」は、災害発生時にサービス提供されますが、

毎月１日・15 日や防災週間などは体験利用できるので、平常時に使い方を慣れておき、いざという

時に備えておきましょう。 

情情報報のの入入手手ににつついいてて  

安安否否確確認認方方法法  
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○手回し式の

防災グッズ 
 携帯ラジオやライト、

携帯電話充電機能が付い

た手動で発電できる防災

グッズです。 

○ラジオ 
 ラジオは大変重要な情

報源です。 

体験談（東日本大震災） 
 街灯がつかず、夕方になると街の中は想像
以上に真っ暗で、懐中電灯が必需品でした。 

体験談（東日本大震災） 
 電源がとれなかったので、手回し式で発電
できる防災グッズはとても重宝しました。 

体験談（東日本大震災）
　カセットコンロがあれば、料理だけでなく、
暖をとったり、灯りの代わりにもなりました。
また、温かいものをおなかに入れると心が落ち
つきました。

３
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地   
 
 

地 震 編   地 震 編
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海底で地震が起こると、断層の運動によって海底の地

盤が隆起したり、沈降したりします。この海底の上下運
動により、海水が大きく急激に動いて波になります。こ
れが津波です。 
東日本大震災では、津波により沿岸部で甚大な被害を

受けました。しかし、安全な場所に素早く避難すること
によって、被害を最小限にとどめることができます。 
 
 
l 地震の揺れを感じたときは、直ちに海岸から離れましょう。 
l 津波警報が出たら、地震を感じなくても、直ちに海岸から離れましょう。  
l 津波注意報が出た場合でも、海水浴などは直ぐに中止し、陸上の安全な場所へ避難しましょう。 
l 正しい情報をラジオやテレビなどで入手しましょう。 
l 警報・注意報が解除されるまでは、絶対に海岸に近づかないようにしましょう。  
 

 
大規模な地震などの災害が発生し、公共交通機関が運行を停止した場合には、通勤・通学などで

外出している人は、帰宅できなくなる可能性があります。 
多くの人が一斉に帰宅を始めると、駅などでは混乱が起きて集団転倒に巻き込まれる恐れもある

ので、十分な注意が必要です。 
・ むやみに移動しないで、安全な場所にとどまりましょう。 
・ 正しい情報を入手しましょう。 
・ 家族等の安否確認をしましょう。（災害用伝言ダイヤル・伝言板サービスなどの利用） 
 
<災害時帰宅支援ステーションの活用> 
l 災害時帰宅支援ステーションでは、公共交通機関の運行停止な
どによって、徒歩で自宅等に帰る「徒歩帰宅者」が支援を受け
ることができます。 

l 受けることができる支援（店舗によって異なる） 
・ 水道水やトイレの利用 
・ 道路情報の提供    など 

l 「災害時帰宅支援ステーション」となっている店舗では、入口
付近にステッカーを掲示しています。（コンビニエンスストアやファストフード店など） 

● 日ごろの備えも大切です 

 

 

岩手県大槌町の津波による被災状況岩手県大槌町の津波による被災状況 津波から身を守るための５つのポイント 

【事業所や施設等での備え】 

・従業員等の行動マニュアルの作成 

・従業員等が滞在できるよう、食料や飲料水の備蓄
・顧客や施設利用者等の一時滞在の受入体制の整備

【個人（外出している人）の備え】 

・携帯食料・ペットボトル飲料水などの準備 

・徒歩帰宅や避難に備えて、歩きやすい靴の用意 

 

津津波波にに備備ええてて  

帰帰宅宅困困難難時時ににはは・・・・・・  
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◆ 事前に地域の避難場所などを確認！ 
大雨により河川が氾濫するおそれがある場合などに
安全に避難できるよう、ご家庭の地域の避難場所や避
難経路などをあらかじめ確認しておきましょう。 

◆ 洪水ハザードマップの活用を！ 
洪水ハザードマップには、洪水により浸水が想定され
る区域や水位のほか、避難場所や土砂災害危険箇所な
どもあわせて表示しています。 
※ ハザードマップはあくまでも目安です。想定を上回る被害が出る可能性は十分にあるので防災情報
メール等で正しい情報を入手して危険を感じたら早めに避難しましょう。 

◆ 地域独自のハザードマップを作成！ 
洪水ハザードマップは、パソコンで編集できるよう電子データを提供しています。地域の情報
を付加するなどして独自の防災マップの作成などに役立ててください。 

 
◆ 気象情報に注意！ 
高潮は、台風や発達した低気圧の接近による海面の吸い
上げと風による吹き寄せにより、海水面が異常に高く
なる現象です。高潮が発生すると、沿岸部では海水が
堤防を越え浸水する可能性が高くなります。 

◆ 大潮のときには特に注意を！ 
大潮期の満潮と高潮が重なると海面が上昇しやすく大変
危険になります。 
 

 
水は高いところから低いところへ流れます。地下空間には特有の危険性があります。 
浸水の危険があるときは、早めに避難しましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

洪洪水水にに備備ええてて  

高高潮潮にに備備ええてて  

平成 16年台風 18号 高潮による越水 

地地下下空空間間へへのの浸浸水水  

風 水 害 編
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長雨や大雨、地震後の雨などの場合には、土砂災害に十分注意が必要です。 
あらかじめ、どんな場所が危ないかを知り、早めに避難できるようにしましょう。 

災害 発生原因 前兆現象 
がけ崩れ 雨によって斜面の土が水分を

含んで重くなると同時に土の
粘性が弱まり、滑り落ちよう
とする力を支えられなくなっ
た時に発生する現象です。 

・斜面の途中から水が噴き出す。 
・湧水の量が、急に増えたり、急に止まる。
・小石がぱらぱらと落ちる。 
・樹木が揺れたり、倒れたりする。 
・地鳴りや山鳴りがする。 

土石流 土砂や岩石が水と一体になっ
て、それ自体の重みによって、
谷底を一気に流化する現象で
す。 

・谷川の水が濁る、流木が混ざる。 
・谷川の水が急に少なくなる。 
・地鳴りや山鳴りがする。 
・こげたような異様なにおいがする。 

地すべり 
土地の一部が地下水などに起
因して、緩やかな斜面が広い
範囲で滑る現象又はこれに伴
って移動する現象です。 

・地鳴り、家鳴りがする。 
・根の切れる音がする。 
・地面が振動する。 
・地面にひび割れができる。 
・がけや斜面から水が噴き出す。 

どんながけが危ないか 
あなたの家のまわりのがけを見てみましょう 
 
 

土土砂砂災災害害にに備備ええてて  

風 水 害 編   
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台風は土砂災害や洪水、高潮による被害の他に、強風による被害を発生させることがあります。 
台風の接近時等の強風下では次のことに注意してください。 

◆ 転倒・転落 
思いもよらない突風により転んだり、転落するなどの事故が起きやすくなりますので、不用不
急の外出は控えるようにしてください。また、橋の上など特に強い風が吹きやすいところでは、
車でも横転することがありますので十分注意してください。 

◆ 窓ガラスの破損 
  強風で窓ガラスが割れ、人がけがをするなどの事故が起きやすくなりますので、雨戸は必ず閉
め、雨戸がなければカーテンを閉めて窓から離れるなどしてください。 

◆ 飛来物・転倒物 
強風で看板や屋根瓦などが飛んだり、屋外の棚などが倒れたり
しますので、屋外にある飛びそうなものは片づけたり、飛ばない
ようにロープで固定するなどの措置をしてください。 

◆ ドアによる挟まれなど 
強い風を受けると、家や車のドアなどに思いもよらない力で挟
まれたり、叩きつけられるなどの事故につながりますので注意し
てください。 

強強いい風風にに注注意意をを！！（（台台風風のの教教訓訓））  
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  １ 周りの安全を確認する 

 

２ 傷病者の観察（状態の確認） 

 

 

 

 

 ３ 反応がある場合の対応 

 

 

 

４ 急病のときの対応 

   

   

 

 

 

こんな時は迷わず１１９番通報！！  

 

 

 

 

 

 

 

〇 必要に応じ、衣服をゆるめ楽に呼吸できるようにするとよい。 

      

          

 

 

 

症状から脳卒中、心筋梗塞、呼吸困難が疑われるとき 

脳卒中の症状～片側の顔や手足が動きにくい、しびれる。ろれつが回りにくい、うまく話せない。

       突然の激しい頭痛。 

心筋梗塞や心不全の症状～突然の胸の激痛（締めつけられるような、圧迫されるような）。 

            安静時の息切れ、呼吸困難。 

回復体位 ～ 横向きにして、あごを前に出し 

呼吸がしやすく、また吐いたもの 

が流れ出るようにする。 

→肩を軽くたたき、大声で呼びかける   

反応があるか？ なければ → 右側 救命処置の流れの（２）へ

         あれば  → 下の３へ 

交通事故、転倒などのけが
・ ・

か？ → Ｐ.17  けがの処置法 へ 

胸や頭の痛みなどの急病か？   → 下の４ 急病のときの対応へ 

会話はできるか？ できなければ → 回復体位を取らせる 

できる    → 本人が好む楽な体位を取らせる。 

注 目 

13

救　急　編 応急手当の基本  応急手当の基本  
１　手当てできる安全な場所の確保 

２　まずは、傷病者の観察 

３　救命に必要な手当 

４　悪化予防に必要な手当 

意識がないとき　 　 気　道　確　保 
呼吸がないとき　 　 心　肺　蘇　生 
出血がひどいとき　 　 止　　　　　血 

骨 折 の と き 　 副 子 な ど で 固 定  
傷 が あ る と き 　 三角巾などで傷面の保護 
や け ど の と き 　　清 水 で 冷 却  
吐き気、嘔吐のとき　 　 横 に む け 寝 か せ る  

応急手当の必要性 
　下図はカーラーの救命曲線といいます。 
心臓が止まってから、または呼吸が止まっ 
てから、何分くらい経つと命が助からない 
かが曲線で示されています。救急車が到着 
するまでには、全国平均で約７分かかり 
ます。もし、呼吸が止まってしまったり、心 
臓が止まってしまったときに、救急車が来 
るまで手をこまねいて見ていたら、命を救 
うことができません。 

（％） 
１００ 

７５ 

５０ 

２５ 

０ 

３０秒 １分 ２ ３ ５ １０ １５ ３０ １時間 
〔時間経過〕 

○心臓停止後約３分で５０％死亡 
○呼吸停止後約１０分で５０％死亡 
○多量出血後約３０分で５０％死亡 

1
2
3

人工呼吸・胸骨圧迫 
呼吸が止まっていたら、 
すぐに息を吹き込み、胸の 
真中をくりかえし圧迫する。 

気 道 の 確 保  
呼吸が苦しくならないよ 
う頭を後方にそらせて、 
のどをひろげる。 

①心臓停止　　②呼吸停止　　③多量出血 ①心臓停止　　②呼吸停止　　③多量出血 

救 急 編
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救命処置の流れ 

（ＡＥＤを用いた心肺蘇生法） 

回復体位にして 

観察を続ける 

⑻ 電気ショック 1 回 

⑼ 胸骨圧迫と人工呼吸を 

5 サイクル（2 分間）実施 

※ 人工呼吸がためらわれ

る場合は、胸骨圧迫のみを

継続実施する 

⑻ 胸骨圧迫と人工呼吸を 

5 サイクル（2 分間）実施 

※ 人工呼吸がためらわれ

る場合は、胸骨圧迫のみを

継続実施する 

傷病者を発見 

⑴ 反応を確認する 

⑵ 助けを呼ぶ 

⑶ 119 番通報とＡＥＤの手配 

⑷ 呼吸を調べる 

普段通りの呼吸をしているか？ 

⑸ 胸骨圧迫 30 回と人工呼吸 2 回を繰り返す 

※ 人工呼吸がためらわれる場合は、胸骨圧迫のみを継続実施する 

⑹ ＡＥＤを装着する 

電源を入れ、電極パッドを装着する 

⑺ 心電図の解析 

電気ショックは必要か？ 

している 

していない 

必要あり 必要なし 

訴えを聞き、必要な 

応急手当を行う 

反応あり 

反応なし 

救急隊に引き継ぐまで、または傷病者に普段通りの 

呼吸や目的のある仕草が出現するまで継続する 
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圧迫部位              垂直に押す 

 

・ベッド等から下ろし、固い平らな場所にあおむけに寝かせる。 

    ・圧迫部位は「胸の真ん中」（胸骨の下半分）。 

・成人は少なくとも５cm、小児は胸の厚さの１/３程度、垂直に押す。 

  （１分間に 100 回以上のリズムで）  

 ・絶え間なく行い、やむを得ず中断する場合も中断時間が最少となるよう心掛ける。 

 
 

 気 道 確 保                              人 工 呼 吸 

 
 

                  
 
     ※ 相手の口に出血がある場合など人工呼吸がためらわれるときには、 

人工呼吸を省略し胸骨圧迫のみ行ってもよい。 

心 肺 蘇 生 法 

胸骨圧迫 

（心臓マッサージ） 

片手をひたいに当

て、もう一方の手の

人差し指と中指を

あご先に当て、頭を

のけぞらせる。 

吐く息に１７％の酸素あり 

相手の鼻をつまみ、口

を大きく開けて相手

の口をおおい、胸が軽

くふくらむように、1

秒くらいかけて息を

吹き込む。 

手当の第一歩は 
負傷者の観察から 

観察の手順 
何はおいても、ケガ人 
や病人の状態を観る 
ことが第１です。 

１.出血は？ ２.意識は？ ３.呼吸は？ 
４.骨折は？ 

気 道 確 保  
　意識を失うと下あごがたるんで、下あごについている舌が後方ののどに落ち込 
んで、呼吸する道をふさいで、窒息してしまいます。 
　これを防ぐには、頭をそらせてのど元を拡げる必要があります。 

片手を額に当て、 
もう一方の手の人 
さし指と中指の２ 
本を顎先に当て、 
これを持ち上げる。 

人　工　呼　吸 胸　骨　圧　迫 
吐く息に１７％の酸素あり 手押しによる血液の循環 

１.　相手の鼻をつかみ、口全体を覆い胸が軽く 
　　ふくらむように１秒くらいかけて息を吹き 
　　込む。
２.　異物（食物・嘔吐・血液など）が口の中や 
　　喉などに、詰まっていることが強く疑われ 
　　る場合は、異物の除去後、息を吹き込む。 
３.　吹き込みが終わったら、すぐ口をはなし、 
　　相手の吹き出す息を感ずればうまくいって 
　　いる。 

１.　かたい平らな場所にあおむけに寝かせる。 
２.　肩を相手の胸部の真上に持っていきひじを 
　　真っすぐにのばし、圧迫する。 

対象 圧迫の部位 圧迫の方法 圧迫の速さ 

成　人 
（８歳 以 上 ）  

小　児 
（１歳以上～８歳未満） 

乳　児 
（１歳 未 満 ）  

新生児 
（生後２８日未満） 

胸 の 真 ん 中  

乳首を結ぶ線 
の少し足側 

胸を４～５㎝
圧迫する 

胸の厚さのお 
よそ１/３ 

約１００回/分 

15
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A E D の 使 用 手 順 

 

  ・心肺蘇生の途中でＡＥＤが届いたら、すぐにＡＥＤを使う準備を始めます。 

    

 

 

 

 

 

                                

 

 

  
 
 
           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

胸骨圧迫                人工呼吸 

① 電源を入れる。 

 （音声メッセージ等の指示にしたがう。） 

② 電極パッドをイラストのように、右前胸部と左側腹部に、

心臓を間に挟むように貼る。 

③ 電極パッドを貼ると、音声メッセージ（「体に触れないでく

ださい。」等）が流れ、自動で心電図の解析が始まる。 

 ※ この時、誰も傷病者に触れていないことを確認する。 

電極パッドを貼る位置 

④ 心電図解析後、電気ショックが必要と判断されれば、「シ

ョックが必要です。ショックボタンを押してください。」等

のメッセージとともに、ショックボタンが点灯するので、ボ

タンを押し、電気ショックを行う。 

 ※ ショックボタンを押す前に、誰も傷病者に触れていない

ことを必ず確認する。 

⑤ 電気ショック実施後は、音声メッセージにしたがい、ただちに胸骨圧迫等を再開する。 

※ 心電図解析の結果、電気ショックが必要ない場合も、ただちに胸骨圧迫等を再開する。 



1617

 

け が の 処 置 法 

 

 

 

一般に体内の血液の 20%（成人で約 1 ﾘｯﾄﾙ）が急速に失われると出血性ショックになり、 

30％を失えば生命に危険を及ぼすといわれています。 

したがって、出血量が多いほど止血法を早く行う必要があります。 

 

 

 

きれいなガーゼ・タオルなどを傷口に直接 

当てて強く圧迫し、包帯でやや強く巻くと 

    大半の出血は止まる。 

      

 

 

 

   

ポ イ ン ト 

◎ 片手で圧迫しても止血しないときは、

両手で体重を乗せながら圧迫止血します。 

◎ 止血の手当を行うときは、感染防止の

ため直接血液に触れないようビニール・ 

ゴム手袋やビニール袋を使用するとよい。 

直 接 圧 迫 止 血 

法

17

止　　血　　法 

ひどい出血は、直ちに止血しなければ 
血液の不足からショックや意識障害を 
ひきおこし、時に死に至ることもある。 

※出血の仕方が強いか弱いかを調べる。 
※出血の状況の応じた止血法を選ぶ。 
※多量の出血なら止血後、足を持ち上 
　げて血液を心臓に集中させよう。 

　きれいなガーゼなどを傷口に直接 
あてて強く圧迫し、包帯でやや強く 
巻くと大半の出血は止まる。 

直 接 圧 迫 法  

ポ イ ン ト  

骨　折　処　置 

骨折と思われる場合には 
　不用意に動かしてはダメです。 

副子がない時は  

骨折の症状  
◎はげしい痛みがある。◎変型がみられる。 
◎急激にはれてくる。◎皮ふの色が変わる。 

骨折処置（副子の固定）は、折れた骨が 
動くことによって容態が悪化することを 
防ぎます。 

　副子の代用は、充分な硬さと適当な長さ、 
幅があれば、たいていのものは使えます。 

バット 

板 

わりばし 

毛布 

新聞紙 

１.副子は２関節 
　にわたるよう 
　固定する。 
２.骨折部は動かさ 
　ない。 
３.変形していると 
　きも、そのまま 
　の状態で固定す 
　る。 

◎止血の手当を行うときは、感染防止のた 
　めビニール手袋やビニール袋を使用しま 
　す。 
◎片手で圧迫しても止血しない場合は両手 
　で体重を乗せながら圧迫止血します。 

け が の 処 置

17

止　　血　　法 

ひどい出血は、直ちに止血しなければ 
血液の不足からショックや意識障害を 
ひきおこし、時に死に至ることもある。 
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※多量の出血なら止血後、足を持ち上 
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巻くと大半の出血は止まる。 

直 接 圧 迫 法  

ポ イ ン ト  

骨　折　処　置 

骨折と思われる場合には 
　不用意に動かしてはダメです。 

副子がない時は  

骨折の症状  
◎はげしい痛みがある。◎変型がみられる。 
◎急激にはれてくる。◎皮ふの色が変わる。 

骨折処置（副子の固定）は、折れた骨が 
動くことによって容態が悪化することを 
防ぎます。 

　副子の代用は、充分な硬さと適当な長さ、 
幅があれば、たいていのものは使えます。 

バット 

板 

わりばし 

毛布 

新聞紙 

１.副子は２関節 
　にわたるよう 
　固定する。 
２.骨折部は動かさ 
　ない。 
３.変形していると 
　きも、そのまま 
　の状態で固定す 
　る。 

◎止血の手当を行うときは、感染防止のた 
　めビニール手袋やビニール袋を使用しま 
　す。 
◎片手で圧迫しても止血しない場合は両手 
　で体重を乗せながら圧迫止血します。 
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☆救急車を上手に使いましょう！ ～救急車の適正利用をお願いします～ 

〇救急車の出動件数は増加傾向にあり、それにつれて救急隊の現場までの到着時間も遅く 

なっています。 

〇また、救急車で搬送された人の約半数が入院を必要としない軽症という現状もあります。 

〇症状に緊急性がなくても、「交通手段がない」、「どこの病院に行けばよいかわからない」、 

「便利だから」と救急車を呼ぶ人がいます。 

〇１１９番で出動要請を受けると、最寄りの消防署・出張所から救急車が出動しますが、そ 

の救急車が出動中の場合は、より遠方の消防署・出張所から出動することになります。 

☆このような利用が増え続けると、本当に生命の危険がある人への治療が遅れてしまいます。 
 

 救急車や救急医療は限りある資源です！ 

いざというときの皆さん自身の安心のために、救急車の利用について、今一度考えてみましょう。 

みなさまのご理解とご協力をお願いします。 

  緊急性があり本当に救急車が必要なときは、ためらわずに救急車を呼んでください。 

 

 

※特に脳卒中（突然の手足の動かしにくさ、話しにくさ、経験したことのない強い頭痛など）や

心筋梗塞（急な胸の圧迫される痛み、息苦しさなど）が疑われる場合 

傷病者の動かしかた（搬送法）  

　交通事故などで頭や首を怪我して倒れて 
いる場合、救急隊員や医師がくるまでは、 
なるべく動かさない方がよい。 
　しかし、右記のような時はすみやかに安全 
な場所へ移動しなければなりません。 

移動する必要のある場合 
危険な場所に倒 
れているとき 
応急手当ができ 
ない場所に倒れて 
いるとき 

道路、事故車 
の中、火事場 
の中など 

階段、玄関先 
など 

１人で運ぶとき ２人で運ぶとき ３人で運ぶとき 

うしろから両わきに手を 
入れて引っ張る。 

両側に１人ずつで抱きか 
かえる。 

片側から３人で、水平に 
持ち上げて抱き込む。 

万 一 の 災 害 に 備 え て  

地 域 で は  家 庭 で は  

　自主防災会や地域ぐるみで応急手 

当の方法を身につけるよう定期的に 

救急教室を開催しましょう。 

　ちょっとした手当が 

できるよう救急箱を備 

えておきましょう。 

消毒薬 

胃腸薬 

目ぐすり 

キズ薬 包帯・バンソウコウ 
ガーゼ 

三角巾 

湿布薬 

脱脂綿 

18
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＊炎の成長は 

＊近隣者の協力を求めよう 

出 火 

 火災の推移は、思いのほか早いものです。例えば木造平家建て３０㎡
の住宅のふすまに火が着いたとしたら２分３０秒後には、天井板に着火し、 
５分後には窓から火煙が噴出！１０分後には火災の最盛期となります。 

※天井に火が着いたら、避難しなければ危険です。 

 火災を出したり見つけたら…「早く知らせる」「早く消す」「早く逃げる」 
(初期活動の三原則)どれを先にするかは、火災を知ったときの状態に応じ 
て冷静に判断し行動する必要がありますが、まず大声で「火事だ！」と叫び 
近隣者の協力を求めることを忘れてはいけません。 

大声でまわりの人に 
知らせる 

声が出なければ大きな音で 駆け付けた人と協力 
して初期活動 

０分 
ふすまに着火 

２分３０秒 
天井板に着火 

5分 
.窓から火煙が噴出 

１０分 
 火災最盛期 

１６分３０秒 
 燃えつき倒壊 
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通 報 

初期消火 

＊早い通報・少ない損害 

＊正確な通報 

＊初期消火の限界 

＊初期消火の要領 

＊１１９番は火災・救急・救助の専用電話 

 通報が遅ければ、それだけ消防車の到着が遅れます。少しでも損害を少 
なくするためには、少しでも早く１１９番通報するとともに、消防隊が到着 
するまでの間はみんなで初期消火にあたることが大切です。 

 早くて正確な通報を行うためには、電話のそばに通報メモを貼っておく 
と便利です。通報要領は裏表紙を参考にしてください。 

 家庭用の消火器や水バケツなど簡単な消火器具で消火できる範囲は、一 
般的に天井に着火するまでの間といわれています。 

 避難口を背にして消火、危険を 
感じたらすぐ避難しましょう。 
 炎にまどわされず、燃えている 
ものに対して消火を行う。 

 １１９番は、火災・救急・救助の専用電話です。 
いたずらや問い合わせなど、災害以外の通報は絶対しないように！ 

天井に火がついたら避難 

避難口を背にして 炎にまどわされないこと 

22
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＊消火器を使って 

＊機密性の高い建物では 

＊浴槽 ＊水道ホース 

　消火器には、いろいろな種類と型があります。操作は簡単ですが、使い 
方を知らないと「いざ！」というときの消火に役立ちません。 

消火器の使い方を身につけておきましょう 

①
ま
ず
安
全
ピ
ン
を
は
ず
し
ま
す
。 

②
ホ
ー
ス
を
本
体
か
ら
は
ず
し 

　
火
元
へ
向
け
る
。 

③
レ
バ
ー
を
強
く
に
ぎ
る
と
薬
剤 

　
が
噴
出
す
る
。 

消火器での消火は、隣近所の消火器を火災現場に集め、多くの消火器で、 
いっきに消火すると効果的です。 

　最近の建物は、外気との気密性が高い建築物 
が増えています。 
　このような建物の火災では、天井に火が着い 
ても、いったん屋外に避難した後、窓やドアの 
開口部を密閉し、ドアのすき間の下方から屋内 
に向けて粉末消火器の消火薬剤を放出し、再び 
ドアを密閉しておくと、予想以上の効果が得ら 
れることがあります。 
これを火勢抑制消火といいます。 

　ふだんから浴槽の中に水を入れて 
おけば消火用水として使えます。 

　水道の蛇口にはホースを備え 
ておきましょう。 

23
※幼児がいる家庭では事故の危険があるの 
　で行わないでください。 
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避　難 

＊バケツリレー 

＊避難のタイミング 

＊避難のコツ 

＊二度ともどらない 
＊お年寄りを避難させたら 

＊体の不自由なひとは 

　一人では難しい水バケツによる消火も、力を合わせれば大きな消火効果 
を発揮します。これまでも、多くの火災で効果を上げています。 

　消火に夢中になっていると避難のタイミング 
を失ってしまうことがあります。 
　天井に火が着いたら、避難しなければ危険です。 

　濡れタオルやハンカチを口と鼻にあてて、煙を 
吸わないように姿勢を低くして避難しましょう。 

　いったん避難したら、二度ともどってはいけません。建 
物内では、可燃性ガスが充満し、酸欠状態となり危険です。 

　一人で避難できないお年寄りなどは、シー 
ツか毛布にくるんで床をすべらせ避難させます。 

　火災に遭うと、だれでも気が動転し、呼吸 
脈拍が乱れ、血圧が上がります。こんな症状は、 
お年寄りには大変 
危険です。なるべ 
く遠くに避難させ 
て、暖かいお茶な 
どを飲ませて、気 
持ちを静めてあげ 
ましょう。 

24
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国民保護について 
 

○ 国民保護とは、万一の大規模なテロや武力攻撃の際、迅速に住民の避難誘導を行うなど、

国、県、市などが協力して、住民を守るための仕組みです。 

国民保護における市や住民などの現場活動については、自然災害に対する防災活動と類似

する点が多く、特に避難誘導については、自然災害と同様に、自主防災組織をはじめ、住民

に協力を要請することが考えられます。 

○ 大規模なテロや武力攻撃は、あってはならないことですが、万一、発生したとき住民にと

っていただきたい行動は、下図のとおりです。みなさんは、国などが出す警報や避難の指示

に従い、落ち着いて行動しましょう。 

  

   

・大規模なテロや武力攻撃が迫り又は発生した地域には、防災 

 行政無線などを使用してみなさんに警報をお伝えします。 

・サイレンや防災行政無線の放送内容を確認しましょう。 

・テレビやラジオの放送で情報収集に努めましょう。 

 ・家族や自分の身を守るために、直ちに次のような行動をとり 

  ましょう。 

・屋内にいる場合は、 

    ドア、窓を全部閉めましょう。 

ガス、水道、換気扇を止めましょう。 

ドア、壁、窓ガラスから離れましょう。 

  ・屋外にいる場合は、 

    近隣の堅牢な建物や地下街など屋内に避難しましょう。 

    自家用車などを運転している場合は、できる限り道路外の場所に車両を停めるなど、

緊急通行車両の通行の妨害とならないようにしましょう。 

 

 

・避難先、避難方法を確認し、行政機関からの指示に従って落ち 

着いて行動しましよう。 

・家の戸締まりをして、頑丈な靴、長ズボン、長袖シャツ、帽子 

 などを着用し、非常持出し品を持参しましよう。（非常持出し 

品についてはＰ.４を参照してください。） 
 

○武力攻撃とは、日本に対する外部からの攻撃をいいます。 

【弾道ミサイル攻撃】 【ゲリラ・特殊部隊   【着上陸侵攻】   【航空攻撃】 

      による攻撃】 

 

警 報 が 出 た ら ？

避難の指示が出たら？ 
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広島市防災情報メール 
広島市では、市民の皆様の防災対策に役立てていただくため、 
あらかじめ登録された携帯電話やパソコンに、避難勧告等の緊急 
情報や気象情報などの防災情報を電子メールで提供しています。 
システムは無料でご利用いただけますが、通信費は利用者の負担となります。 

配信するメールのイメージ 配信するメールのイメージ 

受信メール 
０４月２３日　１１：４４ 
FROM：********************** 
SUB:広島市 ： (緊急)避難 
情報 

広島市 

主な配信情報 
http://www.k-bousai.city. 
hiroshima.jp/bousai/

・避難勧告などの緊急情報 
・緊急情報以外の防災上重要な情報 
・気象情報、地震情報、津波情報等 
・災害対策本部設置などの体制情報 

必須受信項目です！ 

選択受信項目です！ 

二次元バーコード対応 

携帯電話をお持ちの方は、 

こちらから登録用アドレス 

を取得できます。 

登録用アドレス entry@k-bousai.city.hiroshima.jp※登録用アドレスは、携帯電話・パソコン共通です。 

登録方法 
手順に従って、登録をお願いします。 
迷惑メール対策の設定をしている方は、空メールを送る前に、info@k-bousai.city.hiroshima.jpからの返信メールを 
受信できるよう、あらかじめ設定しておいてください。 
※通信環境等により、サイトへのアクセスおよびメールの受信に、時間がかかる場合があります。 ※画面のイメージは実際の画面と異なる場合があります。 

登録用アドレスに 
空メールを送る 

情報を受信する 
地域を選択して、 
次へボタンを押す 

利用上の注意事項 
を確認した後、 
同意するボタン 
を押す 

届いた返信メールに 
記載されたＵＲＬを 
クリックして登録用 
ホームページに接続 
する 

受信する情報を 
選択して、終了 
ボタンを押す 

送信メール作成 
ＴＯ:entry@k-bousai.city. 
hiroshima.jp 
件名 
 
 
 
本文 

受信メール 
04月23日　11：00 
ＦＲＯＭ:************* 
ＳＵＢ:************** 
 
 
 
本文 
広島市防災情報メール配信 
システムにお申し込みをい 
ただきありがとうございま 
す。 
下記のＵＲＬにアクセスする 
ことで登録画面に進めます。 
 
http://www.k-bousai.city. 
hiroshima.jp/bousai/

利用上の注意事項 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
（利用上の注意事項） 
1 このシステムは、自然災害等に 
　関する広島市からの緊急・重 
　要な情報をメールにより提供 
　するものですが、すべての情 
　報を提供するものではありま 
　せん。 
2 このシステムは、無料でご利用 
　いただけますが、通信費は、 
　利用者の負担となります。 
3 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

地域設定 

地域設定をお願いしま 

す。（複数選択可） 

□中区 

□東区 

□南区 

□西区 

□安佐南区 

□安芸区 

□佐伯区 

情報変更画面 

【情報項目】 

・地域 
　中区、南区、安佐南区 
・緊急情報（必須） 
　受信する 

・重要情報 

　受信しない 

広 島 市  広島市消防局危機管理部防災課 
〒730-0051　広島市中区大手町５丁目２０番１２号　ＴＥＬ(０８２)５４６-３４４６ 

件名・本文は 
入力不要です 

４月２５日１３：００配信 
避難勧告の発令 
○○区○○地区に避難勧告が 
発令されました。関係住民の 
方は、避難場所へ避難してく 
ださい。 
 
広島市防災情報メール 
(設定変更・配信停止・情 
報閲覧はこちらから)

同意する 同意しない 次へ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊ 

 
終了 

1 2 3 4 5

□中区

□東区

□南区

□西区

□安佐南区

□安佐北区

□安芸区

□佐伯区
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１１９番通報のしかた 

通 報 メ モ  
火災・救急・救助は１１９ 

①  ）。すで急救（。すで事火
②場所は     区     町 
     丁目   番   号 
 大字    ・    番地の 
       です。 
③目標は          です。 
④         が燃えています。 
        （病人、けが人がいます。） 
⑤私の名前は           です。 

⑥電話番号は            です。 

ビルやアパートなどでは、 
名称や部屋番号も忘れずに 

●あらかじめ記入し、電話のそばに貼っておくと便利です。 

聴覚障害者等 緊急通報用 FAX

082-246-8222 
 

こんな救急車の利用はやめましょう 
○ 通院や予定している入院のため 
  に救急車を使って病院へ行く。 
○ 自家用車やタクシーなどでも病 
  院へ行けるが、早く診てもらえ 
  そうなので救急車を使う。 

家庭からかけるとき 
○一般家庭用電話 
 局番なしで、  
 １１９番する。 
○ IP電話 
 利用形態によっては 
 １１９番が、できな 
 い場合もあります。 
 契約内容を、再度確 
 認してください。 
 

携帯電話からかけるとき 
○局番なしで、１１９番する。 
 通報後、大事な連絡などの 
 ため、呼び返しをすること 
 がありますので、指定番号 
 以外着信拒否の設定をされ 
 ている方は、できる限り解 
 除しておいてください。 

公衆電話からかけるとき 
  緊急通報用ボタン付電話 

○受話器をとり、緊急通報 
 用ボタンを押して１１９ 
 番する。 

デジタル公衆電話 

○受話器をとり、そのまま 
 １１９番する。 

防災防火の相談・お問い合わせは 
広 島 市 中 消 防 署 TEL（082）５４１-２７００ 

広 島 市 東 消 防 署 TEL（082）２６３-８４０１ 

広 島 市 南 消 防 署 TEL（082）２６１-５１８１ 

広 島 市 西 消 防 署 TEL（082）２３２-０３８１ 

広 島 市 安 佐 南 消 防 署 TEL（082）８７７-４１０１ 

広 島 市 安 佐 北 消 防 署 TEL（082）８１４-４７９５ 

広 島 市 安 芸 消 防 署 TEL（082）８２２-４３４９ 

広 島 市 佐 伯 消 防 署 TEL（082）９２１-２２３５ 

火災の出動のお問い合わせ TEL（082）２４６-０１１９ 
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