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大隅肝属地区消防組合からのお知らせ

町からの
お知らせ

～知って役立つ～

て
い
ま
す
の
で
お
住
ま
い
の
場
所
に
つ

い
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
︒

【
雨
が
降
り
始
め
た
ら
】

　

土
砂
災
害
警
戒
情
報
や
雨
量
の
情
報

に
注
意
す
る
。

 

⾬
が
降
り
出
し
た
ら
︑
⾬
雲
の
動
き

と
⼟
砂
災
害
警
戒
情
報
に
注
意
し
ま

し

う
︒
⿅
児
島
県
河
川
砂
防
情
報
シ

ス
テ
ム
で
も
確
認
で
き
ま
す
︒

【
豪
雨
に
な
る
前
に
】

　

大
雨
時
や
土
砂
災
害
警
戒
情
報
が
発

表
さ
れ
た
際
に
は
早
め
に
避
難
す
る
。

 

夜
間
に
⼤
⾬
が
予
想
さ
れ
る
際
に
は

暗
く
な
る
前
に
避
難
す
る
な
ど
︑
普
段

か
ら
災
害
に
備
え
︑
⾏
動
経
路
等
を
決

め
て
お
く
よ
う
に
し
ま
し

う
︒

 

放
送
⼤
学
は
︑
10
⽉
⼊
学
⽣
を
募
集

し
て
い
ま
す
︒

▼
出
願
期
間

第
1
回 

6
⽉
10
⽇

8
⽉
31
⽇

第
2
回 

9
⽉
1
⽇

9
⽉
12
⽇

 

⼼
理
学
・
福
祉
・
⾃
然
科
学
な
ど
約

３
０
０
の
幅
広
い
授
業
科
⽬
が
あ
り
︑

1
科
⽬
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

 

全
国
に
学
習
セ
ン
タ

が
設
置
さ
れ

て
お
り
︑
サ

ク
ル
活
動
な
ど
の
学
⽣

の
交
流
も
⾏
わ
れ
て
い
ま
す
︒

 

詳
細
に
つ
い
て
は
︑
ホ

ム
ペ

ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
︑
⿅
児
島
学
習
セ

ン
タ

ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

放
送
⼤
学
⿅
児
島
学
習
セ
ン
タ

０
９
９︵
２
３
９
︶３
８
１
１

 

⼟
砂
災
害
の
防
⽌
と
被
害
の
軽
減
を

⽬
的
に
︑
昭
和
58
年
よ
り
６
⽉
を
﹁
⼟

砂
災
害
防
⽌
⽉
間
﹂と
定
め
て
い
ま
す
︒

 

⽇
ご
ろ
か
ら
︑
⼟
砂
災
害
の
知
識
を

深
め
︑
い
ざ
と
い
う
と
き
に
⾏
動
で
き

る
備
え
を
し
ま
し

う
︒

【
台
風
が
来
る
前
に
】

　

住
ん
で
い
る
場
所
が
土
砂
災
害
危
険

箇
所
か
確
認
す
る
。

 

⼟
砂
災
害
警
戒
区
域
等
マ

プ
が
⿅

児
島
県
の
ホ

ム
ペ

ジ
に
掲
載
さ
れ

 

⽔
⽥
に
お
け
る
農
薬
及
び
除
草
剤
の

使
⽤
に
つ
い
て
︑
農
薬
及
び
除
草
剤
が

水
田
外
に
流
出
し
、
周
辺
の
水
産
動
植

物
に
被
害
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う

適
正
な
使
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

ま
た
︑
農
薬
及
び
除
草
剤
の
容
器
︑

防
除
⽤
具
︑農
薬
散
布
し
た
育
苗
箱
は
︑

⽔
路
・
河
川
等
で
洗
わ
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
︒

 

休
耕
⽥
の
雑
草
対
策
で
除
草
剤
を
使

⽤
す
る
と
︑
周
辺
の
⽔
稲
や
⽤
⽔
に
除

草
剤
が
混
⼊
し
︑
下
流
の
⽔
稲
等
に
被

害
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
︑

⽤
⽔
路
等
へ
流
れ
出
な
い
よ
う
︑
⼗
分

な
注
意
を
お
願
い
し
ま
す
︒

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

肝
付
町
役
場 

農
業
振
興
課

☎
０
９
９
４︵
65
︶８
４
２
４

６
月
は
土
砂
防
止
月
間

で
す

水
田
に
お
け
る
農
薬
及
び

除
草
剤
の
使
用
に
つ
い
て

放
送
大
学　

入
学
生
募
集

▲
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
マ
ッ
プ

▲
鹿
児
島
県
河
川

砂
防
情
報
シ
ス
テ
ム

▲
土
砂
災
害
編

警
戒
レ
ベ
ル
に
関

す
る
映
像

を予防しましょう熱中症
 ⼤隅肝属地区消防組合管内で令和４年度に熱中症
で救急搬送された⼈は過去最多の 133 人でした。
 過去３年間の年齢別では、65 歳以上の人の割合が
約 62％を占めていますが、40 歳未満の人の搬送件
数も約 23％と若い人の救急搬送も多くなっていま
す。また、発⽣場所別は、住居が最も多く約 50％、
次いで仕事場約 19％、教育機関約８％となっていま
す。
 例年の傾向として、梅⾬明け後のジメジメした⽇
が続くと、暑さや湿度に体が慣れず、熱中症になる
⼈が多くなります。
 場合によっては、熱中症で死亡したり、⼼筋梗塞
や脳梗塞を起こす可能性があります。主な症状とし
て、頭痛、めまい、吐き気、嘔吐などがありますが、
意識状態が悪かったり、普段と様⼦がおかしい場合
は、ためらわずに 119 番通報をしてください。

お問い合せ先　大隅肝属地区消防組合　警防課　☎ 0994（52）1193

のどの渇きを感じなくてもこまめに水分補給
をしましょう。
飲酒では水分補給にはなりません。

エアコンや扇風機などを上手に使いましょう。
体が冷えすぎてエアコンなどの使用を控える
方がいます。タイマーや風向きを変えるなど
快適な使用方法を心がけましょう。

室内でも熱中症になります。
熱中症の発生場所は住居が最も多くなってい
ます。夜間でも部屋に熱がこもらないような
対策を心がけましょう。

健康管理にも気をつけましょう。
体力づくりや規則正しい生活を心がけましょう。
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