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今年で、阪神淡路大震災から20年が経ち、そして東日本大震災から4年が経とう
としています。今後30年以内に南海トラフを震源として大地震が起きる確率は
約70％。昨年5月30日に公表された「愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被
害予測調査結果」には、春日井市内の被害予測も記されています。過去の大地震の
経験から、災害を防ぐ「防災」のほか、被害を減らす「減災」という言葉が使われ始
めています。被害を少しでも減らすために「減災」の取り組みを紹介します。

大規模な地震が発生したとき、市はどのように対応するのでしょうか。
今回の被害予測調査では、建物の全壊、焼失のほか、ライフライン機能への支障が広範
囲で発生すると予測されており、市は普段の業務に加え、その他公的機関と協力し、被
害への応急対策業務にも対応します。

　春日井市内では水道や電気などライフライン
の機能に支障が生じ、地震発生の1週間後には、
避難者が約1万5000人にも上るという予測が出
ました。

　減災とは、災害時に発生し得る被害をできる
だけ小さくする取り組みです。震度６弱の地震
が発生すると大きな被害が予想されますが、日
頃から準備を行うことで被害を減らすことがで
きます。今から始められる「減災」を考えてみま
しょう。

　今回の被害予測調査結果の公表を受け、現在、「地震防災マップ」の改定を行っています。新しいマッ
プは、広報春日井4月1日号と併せて配布する予定です。

　市では、平成26年３月に、「業務継続計画【地震編】」
（BCP）を策定しました。BCPとは、大規模地震発生時に、ラ
イフラインや資源に制限がある中で、いかに市の普段の業
務や災害対応を継続していくかを定めた計画です。
　平成26年11月30日(日)に、概ね全職員を対象に「職員総
合地震訓練」を実施し、BCPに基づき、どう行動すべきかを
確認しました。訓練は、午前7時45分に震度6弱の地震が発
生し、公共交通機関や自動車の使用が困難という想定で行
いました。午前8時から職員が徒歩などで防災拠点などへ
移動を開始し、30分後の時点では約50％の参集率でした。
2時間後には、ほぼ全職員が参集し、災害時の行動確認や災
害対応訓練などを実施しました。

　大規模地震が発生した後は、自分の身は自分で守る「自助」、身近な人や地域で助け合う
「共助」こそが災害の被害を減らす大きな力となります。次に、それぞれの減災対策を確認し
ていきましょう。

大地震が起こったら…
ほとんどの家庭で水道や電気がストップ
調査結果が示すもの

被害を最小限にするため、「減災」

調査結果が示すもの

被害を最小限にするため、「減災」

業務継続計画（BCP）の策定と想定訓練業務継続計画（BCP）の策定と想定訓練

大地震発生！そのとき職員はどう動く大地震発生！そのとき職員はどう動く

市 の災害対応

～自助、共助、公助を考える
問い合わせ／市民安全課（☎85－6072）問い合わせ／市民安全課（☎85－6072）

高めよう、
育てよう、
減災意識

過去地震最大モデル

理論上最大想定モデル

春 日 井 市 の
被 害 予 測
2つのモデルから
得られた最大の数値

最大震度

６弱

全壊・焼失棟数（揺れ、火災など）…約800棟
死者数…………………………………約30人

ライフライン機能支障(発災１日後)
　上水道断水………………約22万5000人
　電力停電…………………約13万4000軒
　固定電話不通……………約4万3000回線
避難者数…………………1日後　約1600人
　　　　　………1週間後　約1万5000人

地震発生

市役所、出先機関、
9か所の防災拠点（※）へ

参集

9か所の防災拠点は
圏域内の指定避難所

を開設

地震発生 職員参集職員参集 避難所開設避難所開設 災害対応災害対応

愛知県西部で
震度5弱以上の
地震発生

市役所、出先機関、
9か所の防災拠点が
中心となり、

災害対応に当たる

南海トラフで発生する恐れのある地震のうち、あらゆる可能性
を考慮した最大クラスの地震を想定したもの

過去に実際に発生した5つの地震を参考に想定したもの
（愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等被害予測調査結果より）

※東部市民センター、各ふれあいセンター、鷹来公民館、坂下公民館、総合福祉センター、グリーンパレス春日井

　詳しくは、愛知県東海地震・東南海地震・南海地震
等被害予測調査結果（http://www.pref.aichi.jp/bo
usai/2014higaiyosoku/2014higaiyosoku.htm）
を見てください。
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　現在、家庭にあるもので、何日間食べら
れますか。東日本大震災の教訓から、家庭
で備蓄しておくべき水や食料の量の目安
が、３日分から１週間分になりました。

　写真は保存食が中心ですが、普段購入している食料品を少し
買い足すだけでも備蓄品になります。そろえられるものから、
準備をしていきましょう。

　室内では、家具が倒れたり、物が落ちてきたり、火災の危険性もあります。家具の下敷きにならな
いよう、万が一家具が転倒しても外に出られるよう出入り口を確保するなど、身近なところから安
全な空間をつくることが大切です。家具の転倒や落下の防止、配置、向きなどを工夫しましょう。

市では、各分野の第一線で活躍する人を講師に迎え、防犯・防災の知識を学ぶことができる「春日
井安全アカデミー」を開催しています。今回は、その講師の一人から、自助と共助のあり方を伺い
ました。

家具が凶器とならないように家具が凶器とならないように

水なし、電気なしで何日過ごせますか？水なし、電気なしで何日過ごせますか？

家具の転倒防止対策

水と食料は1週間分の備蓄を

　非常食や生活用品以外に、あなただけの持ち出し品を
考えてみてください。例えば、お薬手帳や常備薬。災害時
にはかかりつけの病院へ行けず、飲んでいる薬が分から
なくなることも予想されます。そのような事態に備え
て、準備しておくと良いでしょう。

オンリー1の持ち出し品は忘れずに

二次災害を減らすために
　地震の揺れによる被害の他
に、火災による二次災害が発
生し、被害が拡大する可能性
があります。過去の大地震で
最も多かった出火原因は、「電
気機器や配線に関する火災」
です。大地震が起こったとき、
とっさの行動がとれるよう
に、右の対策をしておきま
しょう。

・使用していない電気のコンセントを抜く

・電気機器は安全装置付きのものを選ぶ

・感震ブレーカーを設置する

・揺れが収まったら、ガスの元栓を閉め、分電盤で電気を遮断する

・寝室には極力置かない

・寝室に置く場合は、就寝位置に
 倒れてこないように置く

・部屋の出入り口付近には置かない

・割れやすいガラス製品の多い
 場所には、スリッパを常備する

家具の配置自分の身を守るのはあなた自身
自 分でできる減災

家具が天井に
近い場合は
突っ張り棒を
使用する。

L字金具で固定する。
家具の上には

重い物を置かない。

扉には
止め具を
つける。

ガラス飛散
防止フィル
ムを貼る。

３日分の備蓄量（1人分）

写真提供：神戸市写真提供：神戸市

1週間分の備蓄量（1人分）

自助なくして共助はない
　災害への取り組みは、自助70％、共助20％、公助10％と考
えるべきです。「自助」について今一度考えていただきたいの
は、家族を守るために家具の配置を工夫する、家具を固定す
る、各部屋に「内履き」を準備して足を守るなど対策が求めら
れますが、「食の確保」が災害時ほど大切になるということで
す。災害を乗り越え、復興に向かう原動力は「食」にあるので
す。水や食材は何日分確保できているか、代替エネルギーはあ
るかなど、水・食材・熱・調味料・調理具・食器・環境が準備され
ているかどうか確認してみてください。

　そして、「自助」があってはじめて「共助」が可能となります。皆が「自助」に取り組み、被災
を免れてはじめて、隣の人を助けることができます。まちの全員が自助に取り組んでいるま
ちこそが共助のまちになるのです。
　「自助」「共助」に取り組む際に重要なのが、二つの「そうぞう力」です。自宅はどうなってし
まうのか、まちはどうなってしまうのかと災害をイメージする「想像力」。それに対して、ど
んな対策をすべきなのか、対策を工夫していく「創造力」。災害に負けないために二つの「そ
うぞう力」を育て、もしものとき、災害を乗り越えてください。そして、三人寄れば文殊の知
恵も出てきます。

明治大学政治経済学研究科
特任教授　中林一樹

普段から

地震が起きたら
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す。災害を乗り越え、復興に向かう原動力は「食」にあるので
す。水や食材は何日分確保できているか、代替エネルギーはあ
るかなど、水・食材・熱・調味料・調理具・食器・環境が準備され
ているかどうか確認してみてください。

　そして、「自助」があってはじめて「共助」が可能となります。皆が「自助」に取り組み、被災
を免れてはじめて、隣の人を助けることができます。まちの全員が自助に取り組んでいるま
ちこそが共助のまちになるのです。
　「自助」「共助」に取り組む際に重要なのが、二つの「そうぞう力」です。自宅はどうなってし
まうのか、まちはどうなってしまうのかと災害をイメージする「想像力」。それに対して、ど
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うぞう力」を育て、もしものとき、災害を乗り越えてください。そして、三人寄れば文殊の知
恵も出てきます。

明治大学政治経済学研究科
特任教授　中林一樹

普段から

地震が起きたら
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　災害時には、日頃の地域のつながりが力を
発揮します。もしものとき、助け合うために
は、普段から隣近所でのコミュニケーションを保つことが大切です。身近に住んでいる高齢者、障
がい者、妊産婦などへ声を掛け合い、協力して避難しましょう。

避難所生活ってどのようなもの？避難所生活ってどのようなもの？
避難所の位置を確認

　3年前、校長先生から「災害時
の避難所運営を地域の皆さんと
一緒に考えたい」と言われたの
をきっかけに、避難所のあり方
を地域の皆さんと深めていま
す。一昨年、HUG（避難所運営
ゲーム）を行った際に、防災倉庫
にあるものの使い方が分からな
かったので、昨年4月29日に地
区の代表の皆さんと使い方の講

習を受けました。実際に体育館に段ボールの間仕切りな
どを組み立て、マンホールトイレのふたを開け、水の流れ
る様子も見ました。貴重な経験ができたと皆さん喜んで
いました。また、実際に避難所となっても倉庫にある備品
は限られていることが分かり、自宅の備蓄品をそろえて
おくことの大事さも理解できました。自分たちで避難所
を設営する体験を通して、地域の皆さんとのつながりも
生まれます。まだこうした訓練をしていない地域でも、年
に1回は実際に体験してほしいと思います。

・指定避難所
　市内38の小学校と中部大学
・福祉避難所
　市内15か所の公共施設
※名称が「災害時要援護者避難所」
から「福祉避難所」へ変更になり、
新たに、福祉作業所、第一希望の家
（この2施設は、知的障がい者の受
け入れを優先）が加わりました。

　避難生活が長期化する場合、自主防災組織、町内会など
による避難所運営が求められます。マニュアルに基づき、
地域の災害対策本部の設置(本部班)、住民の避難誘導(避
難誘導班)、救助活動(救助班)、消火活動(消火班)、食糧確
保活動(給食班)などの立ち上げを避難所で編成します。
　実際に地域の小学校で避難所設営の訓練を実施してい
る、鳥居松校区防犯協会会長の青山克子さんに話を伺い
ました。

　宮城県七ヶ浜町は、南は太平洋に面し、北と東は松島湾と三方を海に囲まれた、町名のとおり7
つの浜がある自然環境や景観に恵まれた人口約2万人のまちです。東日本大震災では、震度5強の
揺れと最大12ｍの高さの津波に襲われ、死者94人、行方不明2人など甚大な被害を受けました。
避難者は、最大6143人に上り、多くの人が避難所生活を送りました。
　春日井市では、平成23年度から、震災復興のため職員を派遣しており、これまでに9人が従事し
ています。今回はそのご縁から、当時の様子を自主防災会の会長をしていた鈴木享さんに伺いま
した。

3か月におよぶ避難生活を振り返って

小学校に避難所を設営してみて

　花渕浜地区は、あの地震の揺れに多くの建物は耐えましたが、続
く津波によって、多くの被害が出ました。
　平成15年に組織した自主防災会で、地域の実情に即した行動マ
ニュアルを策定していて、年1回の避難訓練では、宮城県が想定し
た高さ3ｍの津波を避けるため、地区独自で定めた一時（いっとき）
避難所に逃げることを決めていたので、ほとんどの住民は速やかに
移動することができました。私は、一時避難所にて予想される津波の高さを聞き、ここに
いては危ないと思い、避難者と高台に移り、間一髪助かりました。訓練のたびに避難住民
と意見を述べる座談会を開催していたことが減災に結びついたと確信しています。
　指定避難所では、最大時で地区の住民の約6割が暮らしていました。当初予想を上回る
人だったため、毛布も布団もなく、寒さに震えながら一夜を過ごしました。また、支援物資
も十分とは言えなかったので、分配には気を使いました。1週間もすると食料などの物資
は安定的に届くようになりましたが、薬や粉ミルクなどその人にとっての必要物資を入
手するのには苦労しました。
　もともと自主防災組織は、「災害発生から24時間、地域住民の命を守る」ための組織でし
たが、行政が混乱したままだったため、避難住民が全員仮設住宅に入るまでの３か月間、
自分たちで生活を守る活動を継続しました。対策本部を設置し、町からの情報を掲示する
とともに1日3回ミーティングを行い、役割と担当者を決めて、支援活動にあたりました。
これにより住民の間で情報が共有でき、避難所にいる人も在宅避難者も互いに助け合う

ことができる体制が生まれました。ただ、当初本
部体制づくりに人手の確保など苦労することも
多く、普段から想定外の対応準備などを心掛け
ておくことが大事だと思いました。自宅の半径
400ｍくらいの危険箇所を調査しておくことも
災害時の減災につながると思います。やはり、
「自分の命は自分で守る」意識を持つことが大事
だと思います。

地域を守るのは助け合う力
地 域でできる減災 東 日本大震災から学ぶ減災

七ヶ浜町花渕浜地区
自主防災会長　
鈴木享

鳥居松校区防犯協会
会長　青山克子

　「東日本大震災」では、消防
団の懸命な活動により多くの
命が救われ、消防団の重要性
が改めて見直されています。
まちの「安全・安心」を守るた
めに、あなたの力を消防団で
生かしてみませんか。
　　市内在住か在勤で18歳か
ら40歳くらいまでの健康な人
※男女不問、高校生不可
問い合わせ／消防総務課(☎
85－6381)

消防団員を募集

対

写真提供：七ヶ浜町写真提供：七ヶ浜町
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市民課　☎ 85－6136

出張所・サービスコーナー
最寄りの最寄りの

が便利ですが便利です

戸籍謄(抄)本（戸籍の全部・個人事項証明）、
除籍・改製原戸籍の謄(抄)本、
戸籍の附票の写し、
身分証明、戸籍の記載事項証明

戸籍謄(抄)本（戸籍の全部・個人事項証明）、

戸籍の附票の写し(除籍・改製原戸籍の附票は除く）

住民票の写し、住民票記載事項証明、
住民票コード確認票 出張所と同じ

印鑑登録申請と証明 印鑑登録証明書　※印鑑登録申請はできません
所得証明、課税証明、非課税証明、扶養証明、
事業所証明、物件証明(土地・家屋)、評価証
明(土地・家屋)、公租公課証明(土地・家屋)、
課税台帳証明書（名寄帳）、納税証明など

出張所と同じ　※グリーンパレス春日井では
一部証明できないものもあります

戸籍届出・住民異動届(外国人は除く)
国民健康保険・国民年金の届出
母子健康手帳の交付
住民基本台帳カードの申請(電子証明書申請は除く)
　※即日交付はできません

月 火 水 木 金 土 日
1 ☆☆

2 ☆☆☆ 3 ☆☆☆ 4 ☆☆ 5 ○ 6 ○ 7 休 8 ☆☆

9 ☆☆☆ 10 ☆☆ 11 ☆☆ 12 ○ 13 ☆☆ 14 休 15 休

16 ☆☆☆ 17 ☆☆ 18 ☆ 19 ☆ 20 ☆ 21 休 22 ☆☆☆

23 ★★★ 24 ☆☆☆ 25 ☆☆☆ 26 ☆☆☆ 27 ☆☆☆ 28 休 29 ★★★

30 ★★★ 31 ★★★
☆☆

★★★
☆☆☆

☆
○
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戸籍の届け出や住所の異動届、各種証明書の発行は、市役所のほか出張所でも手続きできます。
また、住民票や印鑑証明などの交付は、サービスコーナーと交付所でも行っています。　※サービ
スコーナーは、土・日曜日、祝休日のほかに月曜日も休み

「市民課窓口混雑予想カレンダー」を市ホームページに掲載
していますので、参考にしてください。

坂下出張所
東部市民センター
味美ふれあいセンター
高蔵寺ふれあいセンター

（☎88−0024）
（☎92−8511）
（☎31−3522）
（☎51−0002）

南部ふれあいセンター
西部ふれあいセンター
鷹来公民館
坂下公民館
グリーンパレス春日井

（☎85−7878）
（☎33−0808）
（☎84−7071）
（☎88−5555）
（☎84−0393）

…比較的空いている
…やや混雑
…混雑
…かなり混雑
…届け出が特に集中日曜市役所水曜時間外

19時30分まで

▲ ▲

3月の混雑予想カレンダー

３月と４月は市民課窓口は大変混雑します３月と４月は市民課窓口は大変混雑します３月と４月は市民課窓口は大変混雑します

戸
籍
関
係

税
な
ど
の
証
明
そ
の
他(

出
張
所
の
み)

住
民
票
印
鑑

登
録

出 張 所 とその取扱業務出 張 所 とその取扱業務 サービスコーナー とその取扱業務サービスコーナー とその取扱業務

最寄りの窓口を利用してください最寄りの窓口を利用してください最寄りの窓口を利用してください （水曜時間外および日曜市役所は市民課窓口のみ）（水曜時間外および日曜市役所は嗜眠課窓口のみ）（水曜時間外および日曜市役所は市民課窓口のみ）

※住民票の写し・印鑑登録証明書は、ル
ネック7階勝川開発㈱事務所内の住民票
の写し等交付所（☎34−6800）でも交付
(印鑑登録申請はできません)
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時 とき　場 場所　内 内容　講 講師　対 対象　定 定員　費 費用　持 持ち物　申 申し込み

（スポーツ課　☎ 84－ 7117)
全国高等学校剣道選抜大会が開催されます

第1回から春日井で開催されている全国高等学校剣道選抜大会は、全国各地から予選を
勝ち抜いた男女各48校の剣士が集結し、高校剣道の頂を目指して戦います。高校生の若
さみなぎる熱戦を、間近で観戦してみませんか。

5月23日(土)に、17回目を迎える自分史フェスタを開催します。

時 3月27日（金）～ 28日（土）
　 ○予選リーグ…27日（金）午前10時から試合開始
　 ○決勝トーナメント…28日（土）午前9時から試合開始
場 総合体育館
入場料：大人1日1000円（前売りは800円、2日通し券は1500円）、

高校生以下1日500円（前売りは400円、2日通し券は750円）　
※小学生以下は無料。通し券は前売りのみ

入場券：３月23日（月）まで、チケットぴあ、サークルＫ・サンクス、
セブンイレブンで販売。当日は総合体育館で販売

自分史フェスタ～自分史への第一歩「ルーツを探る」
（かすがい市民文化財団　☎85－6868)

申 1～4は4月24日(金)〈必着〉までに、はが
きかファクス、Ｅメールに講座名〈4は時
間（①②の別)も〉、住所、氏名、年齢、性別、
電話番号を書いて、〒486－0844鳥居
松町5－44 (ＦＡＸ82－0213、Ｅメール
ws2@kasugai－bunka.jp)へ

1解説！「名古屋城下お調べ帳」～あなたの
先祖は尾張藩士？
時 午前10時～11時30分
講 元名古屋市博物館学芸員・松村冬樹
定 60人(抽選)　　費 受講料500円

21日体験講座「エッセイ編」
時 午前10時30分～正午
講 自分史センター相談員・芳賀倫子
定 20人(抽選)　　費 受講料500円

31日体験講座「自分史・文章術入門編」
時 午後3時30分～5時
講 自分史センター相談員・安藤錦風
定 30人(抽選)　　費 受講料500円

4自分史相談
時 ①午前10時から②午前11時から
講 安藤錦風　　費 受講料100円

5自分史サークル活動紹介・
自分史作品紹介
時 午前10時～午後4時30分

時 午後1時30分～3時
定  800人
入場料：1000円(PiPi会員800円)　※全自由席、当日券同額、未就学児

入場不可（前売り完売の場合、当日券なし)
入場券：文化フォーラム春日井で3月4日（水）より発売　※電話予約もあり

立花隆氏 特別講演　(市民会館)

講座・展示　(文化フォーラム春日井)

立花隆氏 特別講演　(市民会館)

講座・展示　(文化フォーラム春日井)

立花隆氏 特別講演　(市民会館)

講座・展示　(文化フォーラム春日井)

知の巨人・立花隆氏が、「シニア世代になったら、誰もが
一度は挑戦すべき」ことについて講演を行います。
知の巨人・立花隆氏が、「シニア世代になったら、誰もが
一度は挑戦すべき」ことについて講演を行います。
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お知らせ

　建築物の維持保全を適正に実施することは、思
わぬ事故を防いだり、地震や火災などの災害時の
被害を軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせる
ことにつながります。建築物の安全性を確保する
ため、地震対策や吹き付けアスベスト対策など適
正な維持保全に努めましょう。

3月1日～ 7日は建築物防災週間
建築指導課(☎85－6328)

　安全、安心で良質な水道水を供給するため平成
27年度の水道水質検査計画を策定しました。こ
の計画は、配水管理事務所と企画経営課、市役所
情報コーナー、市ホームページで3月2日(月)か
ら見ることができます。

水道水質検査計画の策定
配水管理事務所(☎81－7157)

配布場所：男女共同参画課、市の主な施設　※市ホ
ームページからも見ることができます。

男女共同参画情報紙｢はるか｣を発行
男女共同参画課(☎85－4401)

　勝川駅前地下駐車場と勝川駅南口立体駐車場
は、ＪＲ勝川駅に隣接していて、名古屋方面、多
治見方面へ出掛けるにも大変便利です。
※ 勝川駅前地下駐車場では、定期駐車券(1か月

1万5000円)を販売。共通で利用できる回数
券もあり

入出庫時間：午前6時～午後12時
利用料金
～ 3時間 30分150円

3時間～ 5時間
3時間分の利用料金(900円)＋
1時間100円

5時間～
5時間分の利用料金(1100円)
＋1時間50円

便利な市営駐車場を利用してください
勝川開発㈱〈☎34－6800〉

　ＣＫＤ(慢性腎臓病)とは、腎
臓の働きが健康な人の60％以下
に低下する、あるいはたんぱく
尿が出るといった腎臓の異常が
続く状態をいい、成人の約8人
に1人がかかっているといわれ
ています。
　高血圧、糖尿病、脂質異常、
肥満やメタボリックシンドロー
ム、腎臓病、家族に腎臓病の人
がいる場合は、要注意です。
　ＣＫＤは、自覚症状がほとんどありません。早
期発見のため、1年に1回健康診査を受診しまし
ょう。

3月の第2木曜日は世界腎臓デー
健康増進課(☎85－6166)

見逃さないで、心のサイン
　あなたの周りに、長引く
不眠や食欲不振などを訴え
ている人はいませんか？あ
なた自身、悩みを抱えてい
ませんか？一人で悩まず、
相談してください。

メンタルヘルス相談(予約制)
時 3月17日(火)・25日(水)午後2時～ 4時
場 総合保健医療センター
心の健康に関する図書の特設コーナー
時 3月3日(火) ～ 31日(火)
場 東部市民センター

3月は自殺対策強化月間
健康増進課(☎85－6172)

　火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、春
季全国火災予防運動を実施します。
家庭のチェックポイント
キッチン：調理中は火の元から
　 離れない。ガスコンロの周
　 りに物を置かない
電気器具：たこ足配線にしない。電気コードを家具

の下敷きにしない。コンセントにほこりをた
めない

暖房器具：ストーブの給油は火を
消してから行う。周りに燃
えやすい物を置かない

たばこ：布団やベッドでは絶対に吸わない。吸い
終わったら火が消えていることを確認する

住宅用火災警報器：逃げ遅れを防ぐため、寝室、
台所、階段(寝室が2階にある場合のみ)に設置
する

放 火：家の周りに燃えやすい物
を置かない。ごみは収集日に
出す

3月1日～ 7日は春の火災予防運動
予防課(☎85－6383)
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　市外の医療機関などで受けた次
の予防接種に係る補助金事業につ
いて、申請期限が3月31日(火)ま
でとなっています。まだ申請をし
ていない対象者は、早めに手続き
してください。
高齢者肺炎球菌：75歳以上の人または60歳以上

で心臓等に1級の障がいのある人。ただし定期
予防接種(自己負担2400円)を受けた人は除く

風しん：妊娠を希望する女性、その夫または妊婦
の夫で、風しんに対する抗体が不十分な人

※ 詳細は市ホームページを見てください。

予防接種の補助金申請期限が迫っています
健康増進課(☎85－6168)

◆レディヤンかすがい運営委員会の公開
男女共同参画課(☎85－4188)
時 3月10日(火)午後7時から
場 レディヤンかすがい　　定 10人(先着順)
 
◆地域自立支援協議会の公開
障がい福祉課(☎85－6213)
時 3月24日(火)午後2時から
場 市役所第3委員会室　　定 15人(先着順)
申 3月16日(月)から、障がい福祉課へ
 
◆緑の審議会の公開
公園緑地課(☎85－6281)
時 3月24日(火)午後2時から
場 市役所第2委員会室　　定 10人(先着順)
 
◆藤山台中学校区旧小学校施設活用検討懇談会の公開
企画政策課(☎85－6048)
時 3月27日(金)午前10時から
場 東部市民センター　　定 10人(先着順)
申 3月5日(木)から、企画政策課へ

附属機関等の会議公開

　春は引っ越しの多いシーズンです。ごみステー
ションに大量に引っ越しごみを出されると周りの
人に迷惑が掛かります。引っ越しの際に出る一時
多量ごみは、自分でクリーンセンターへ搬入(有
料)するか業者へ処理を依頼してください。
家電製品(家電リサイクル法の対象となるもの)
　テレビ、エアコン、冷蔵庫・
冷凍庫・冷温庫、洗濯機・衣
類乾燥機は、家電小売店へ引
き取りを依頼してください。
※リサイクル料金が必要。クリーンセンターに持
ち込む場合や清掃事業所に収集依頼する場合は、
リサイクル料金に加えて別途市の手数料が必要
粗大ごみ(1辺の長さが80㎝以上で、かつ重さ
が50kg以下のもの)
収 集：清掃事業所へ電話

で申し込み
持ち込み：事前にクリーンセ

ンター (☎88－0247)に
電話で確認

パソコン(資源有効利用促進法に基づくもの)
　市では収集できません。各メーカーに問い合わ
せてください。
※ 不法投棄を見つけたら、すぐに清掃事業所ま

で連絡してください。悪質な場合は、警察と
協議して投棄者の検挙に努めます。

引っ越しごみは適切に処理を
清掃事業所(☎84－3211)

　4月1日(水)から、有料駐車場の使用料金が1台
1時間を超え6時間以内100円、6時間を超え24
時間以内500円、以後24時間につき500円とな
りますので、理解と協力をお願いします。

市民病院有料駐車場の使用料金見直し
市民病院管理課(☎57－0057)

催し

時 3月24日(火)午後2時から(1時30分開場)
内 コンサートと避難訓練の合体企画。コンサー

トの途中で地震が起きたと想定し、出演者、
観客、スタッフで屋外へと避難する訓練を行う

出 演：愛知県警察音楽隊
申 3月17日(火)までに、電話かファクス、Ｅメー

ルに住所、氏名、電話番号、参加人数を書いて、
ＦＡＸ82－8167、Ｅメールws7@kasugai－
bunka.jpへ　※先着順

避難訓練コンサート
市民会館(☎81－5318)

時 3月23日(月)①午後2時～ 2時30分②午後2時
30分～ 4時

場 総合福祉センター
内 ①第6次春日井市高齢者総合福祉計画の説明

②講演｢地域包括ケアを創る～行政、事業者、
市民の役割～ ｣日本福祉大学中央福祉専門学
校校長・長岩嘉文

対 市内在住か在勤、在学の人
定 300人(当日先着順)

高齢者総合福祉計画説明会と講演会
高齢福祉課(☎85－6184)
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時	3月30日(月)午前10時～正午
場	総合福祉センター
内	第3次障がい者総合福祉計画の説明、講演「障
がいのある人が安心して地域で生活できる社
会」日本福祉大学教授・木全和巳

定	200人(当日先着順)

障がい者総合福祉計画説明会と記念講演
障がい福祉課(☎85－6186)

時	5月24日(日)午後4時から
場	市民会館
内	歌手生活50周年を記念し
たコンサート。｢百万本
のバラ｣｢知床旅情｣とい
った名曲の数々を、情感
豊かに歌い上げる

入場料：5000円(全席指定、
未就学児不可)

先行予約：3月14日(土)午前10時～ 15日(日)午後
5時に、かすがい市民文化財団ホームページ
(http://www.kasugai－bunka.jp)へ

入場券：3月21日(祝)から、文化フォーラム春日井、
チケットぴあ、ローソンチケットで販売　　
※電話・インターネット予約もあり

加藤登紀子コンサート 終わりなき歌
かすがい市民文化財団(☎85－6868)

募集

期 間：登録した日から2年
内	町内会などを訪問し、公正な立場で防災・防
犯講話、意見を述べる

対	市内在住で、防災・防犯に関する相当の知見
を有する人

人 員：5人程度
申	3月10日(火)〈必着〉までに、直接か郵送で、
所定の用紙(市民安全課、市ホームページ、市
役所情報コーナー、坂下出張所、東部市民セ
ンター、各ふれあいセンター、各公民館に用意)
に記入して、〒486－8686春日井市市民安全
課へ　※選考結果は文書で通知

防災・防犯地域アドバイザー
市民安全課(☎85－6064)

募集する案件：春日井市情報公開条例の一部改正
について

資料の閲覧場所：総務課、市ホームページ、市役
所情報コーナー、坂下出張所、東部市民セン
ター、各ふれあいセンター、各公民館

提出方法：3月2日(月) ～ 4月2日(木)〈必着〉に、直
接か郵送、ファクス、Ｅメールに意見、住所、
氏名を書いて、〒486－8686春日井市総務
課(ＦＡＸ83－9988、Ｅメールsomu@city.
kasugai.lg.jp)へ　※意見に対する個別の回答
はしません。また、内容は個人が特定されな
い形で原則として公表します。

市民意見を募集します
総務課(☎85－6129)

時	5月10日(日)午前10時 ～
午後2時45分

場	落合公園
内	ダンス、歌、手品などの
披露(1組当たり15分以内)

対	市内在住のおおむね18歳
までの人

定	15組(1組10人以内)　※超えたときは4月12日
(日)午後1時から市役所201会議室で公開抽選

申	4月6日(月)までに、直接か郵送、ファクスで、
所定の用紙(子ども政策課、市ホームページ、
各ふれあいセンター、各公民館などに用意)に
記入して、〒486－8686春日井市子ども政策
課内、わいわいカーニバル実行委員会事務局
(ＦＡＸ85－3786)へ

わいわいカーニバル子どもパフォーマンス
わいわいカーニバル実行委員会事務局(☎85－6151)

時	3月29日(日)午前10時15分から、午後1時45
分から、午後4時45分から(上映前に職員によ
る15分間のミニトークあり)

場	文化フォーラム春日井
内	世界的なオペラ歌手ポール・ポッツが挫折を
乗り越え、成功をつかむまでの波乱を描いた
感動の実話(イギリス映画・日本語字幕)

入場料：900円、ペア1700円(当日1000円、ペ
ア1900円。前売り完売の場合、当日券なし)
※時間指定、全自由席、3歳以上有料

入場券：文化フォーラム春日井で販売中　※電
話・インターネット(http://www.kasugai－
bunka.jp)予約もあり

日曜シネマ｢ワンチャンス｣
かすがい市民文化財団(☎85－6868)

©2013 ONE CHANCE, LLC. All Rights Reserved.
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春日井の魅力を市内外に発信していただいている春日井広報大使。
このコーナーでは、大使自身の魅力をお伝えします。

誕生日に自ら投げてセ・リーグ優勝
　中日ドラゴンズに入団し、星野監督や高木監督の
時代に、主に中継ぎピッチャーを務めました。現役
時代、最も印象に残っているのは、昭和 63年 10
月 7日、自分の誕生日に登板した試合で優勝を決
めたことです。平成６年10月 8日の巨人との優勝
決定戦も、もう一日早ければ勝っていたかもしれま
せん（笑）。

春日井の魅力をどう創るか？
　春日井市には２５歳から約２０年間住んでいました。
春日井まつりや落合公園の花火大会、勝川の商店
街などによく行きました。
　名古屋の都心にＪＲ一本で行ける便利さがありま
すが、全国的には「春日井」ってどこかとよく聞かれ
ます。春日井広報大使となってからは、大使として

講演会などで
春日井をＰＲし
て い ま す が、
どう春日井の魅
力を創っていく
かが大切だと
思います。

野球を通じて夢や生き方を伝えたい
　高校野球で甲子園に２
回出場しましたが、当時
と現在では野球の環境が
全く違います。今の子ど
もたちは、体は成長して

いますが、芯の強さは弱くなっていると感じます。
高校野球で体を壊さないためにも、少年野球のこ
ろから肩や肘への負担に配慮するなど、子どもた
ちへのケアや指導を徹底する必要があります。
　コーチ時代、星野監督をはじめ多くの指導者に
出会い、自分なりに試行錯誤を繰り返しました。
コーチは嫌われ役。選手が成功すれば監督のおか
げ、失敗すればコーチのせい。限られた選手枠の
中で、選ばれなかった選手は職を失います。才能
がある選手でも来たチャンスをモノにできるかどう
かで、プロ野球で生き残れるかが決まります。プ
ロの厳しさがそこにあり、指導者としていい経験
をすることができました。
　今は、野球解説者をしていますが、春日井広報
大使として、野球教室などの企画の話があれば、
ぜひ協力させていただきたい。春日井をはじめ全
国の子どもたちに野球を通して、夢や希望、人生
の生き方を伝えたいと思います。

●プロフィール
鹿児島実業高校で夏の甲子園に2回出場。ドラ
フト1位で中日ドラゴンズに入団。中継ぎのエ
ースとして活躍し、引退後は中日、楽天の投手
コーチを歴任。現在は、野球解説者の傍ら、
少年野球の指導なども精力的に行っている。

魅せます！

元プロ野球選手・野球解説者

Kashima Tadashi
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写
真
で
見
る
か
す
が
い

市長　伊藤太

春日井

2015

創
想

　節分のこの日、年長の園児が鬼役になって、
乳児たちがホールで豆まきを楽しみました。
　幼児組は、園庭で豆まき。登場した鬼の
迫力に逃げ回りながらも、最後はみんなで
勇敢に立ち向かい、鬼を退治しました。

園児が元気に鬼退治！
（小野保育園）

2/3（火）

　節分は季節の変わり目であり、各季節の始まりの日（立春、立夏、立秋、立
冬）の前日のことですが、今では立春の前日の2月3日が一般的であります。
そして旧暦では、節分が過ぎると新しい年が始まるといわれております。
　「福は内、鬼は外」と言いながら豆をまく光景をテレビや新聞で目にし、近
所のお寺や神社でも行われたところもありました。またヒイラギの枝にイワ
シの頭を刺して玄関に付けたり、豆まきをして年齢の数だけ豆を食べたりし
た家庭もあるかと思います。最近では関西地方で行われていた、大きな巻き
寿司を恵方に向かって食べる風習も全国的に広がっています。
　節分の行事は、新しい年を迎えるにあたって、邪気を払い英気を養い、来る
年の家族や地域の安全、無病息災を願って行われてきました。
　今年の冬は、ことのほか寒さが厳しく感じられますが、節分が過ぎ2月も
下旬となると、野の花が道端の草陰から顔を出し始め、植物園の梅も見頃と
なってきます。新たな息吹を感じます。
　市議会の第1回の定例会も始まっています。平成27年度に向かって心を新
たにする今日この頃です。

節分から春へ

ち向かい、鬼を退治しました。
　藤山台中学校区における統合後の旧小学校
施設の活用と地域の活性化を推進するため、
同地区の住民や有識者などを委員とした懇談
会の初会合を開催しました。
　会合では、小学校施設活用の基本的な検討
方針などを話し合いました。

高蔵寺ニュータウンの
旧小学校施設の活用を
考える（市役所）

1/26（月）
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休
日
・
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日
夜
間
急
病
診
療
所
・
春
日
井
の
地
名
物
語
な
ど

水道修繕まちの動き

火災情報 ☎0180−995−999

休日・平日夜間急病診療所

市税等の納期限

毎週水曜日（祝休日、年末年始を除く）は、収納課19時まで、市民課19時30分まで
上記の業務を行っています。取り扱い業務など詳しくは問い合わせてください。

業務を行っている課 業務内容 月日 時間
 市民課
 ☎85−6136

戸籍届、住民異動届、印鑑登録、
住民票などの証明書の発行 3/1、

8、22、29  8：30〜12：00、
13：00〜17：00

 市民税課
 ☎85−6093

所得、課税、非課税、扶養、
事業所の各証明書の発行

 保険医療年金課
 ☎85−6156

国民健康保険加入および喪失 
の届け出

3/29
 収納課
 ☎85−6111 納付・納税相談

 9：00〜12：00、
13：00〜16：00

日曜日・平日時間外の市役所業務

・国民健康保険税10期
・後期高齢者医療保険料8期

納期限▶3月31日(火)
最寄りの金融機関やコンビニエンス
ストアで納付してください。

人　口

救急件数

３1 ０４１０

１２６８

１３ ０００９

９
１

世帯数

火災発生件数

交通事故死亡者数

万 人

件

(+ ４６９)

( １２６８)

(+ １３６３)

( ９件 )

( １人 )

万 世帯

件

人

 平成２7 年 2 月１日現在 （　）内は前年同日比

平成２7 年１月（　）内は１月からの累計

平日　8：30 〜 17：15
水道工務課　☎ 85 − 6420
土・日曜日、祝休日、夜間
市役所守衛室　☎ 81 − 5111

公道 宅地内（有料）

管工事業協同組合（☎ 83 − 8288）
か市指定給水装置工事事業者
※アパート、マンションなどは、
事前に管理者へ

場所 総合保健医療センター（鷹来町1） ☎84−3060

診療科目
診療時間

平日夜間 土曜日 日・祝休日

内科・小児科 21:00 ～ 23:30 18:00 ～ 21:00 9:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00、
18:00 ～ 21:00　外科

歯科 9:00 ～ 12:00

◯受け付けは、いずれも終了30分前までで保
険証、受給者証、現金などが必要です。
○薬は原則1日分しか出ませんので、翌日以降
にかかりつけ医か専門医を受診してください。
○夜間の子どもの急病時、受診を迷った場合
は、県小児救急電話相談〈毎日19:00〜翌8:00、
☎♯8000(短縮番号)か052−962−9900〉へ
◯かかりつけ医や休日・平日夜間急病診療所
などで受診できない場合や受診先が分からな
い場合は、県救急医療情報センター（☎81−
1133）へ

春
日
井
の

地
名
物
語

　
勝
川
駅
前
一
帯
は
、
戦
前
か
ら
土
地

区
画
整
理
事
業
が
進
め
ら
れ
、
新
し

い
町
名
が
検
討
さ
れ
ま
し
た
。

　
八
光
町
は
当
初
「
八
紘
町
」
と
書
く

予
定
で
し
た
。
戦
時
中
の
日
本
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
の
一
つ
「
八
紘
一
宇
」
か

ら
取
っ
た
も
の
で
、
日
本
が
中
心
に

な
っ
て
四
方
八
方
の
国
々
を
楽
土
に

す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
昭
和
二
三

年
、「
紘
」
を
「
光
」
に
変
え
て
新
町

名
に
し
ま
し
た
。

　
大
和
通
は
日
本
の
古
い
名
称
「
大

和
」
を
引
用
し
、こ
れ
に
通
を
付
け
て
、

国
の
計
画
し
た
幅
二
二
㍍
の
一
等
大

路
（
現
国
道
19
号
）
に
沿
う
中
心
地

域
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

　
瑞
穂
通
は
日
本
古
来
の
美
称
で
あ

る
豊
葦
原
瑞
穂
国
か
ら
取
っ
た
と
い

う
説
と
、
名
古
屋
上
水
沈
殿
池
の
漏

水
を
受
け
て
米
が
良
く
実
る
地
域
に

な
っ
た
か
ら
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
三
町
は
戦
時
中
に
町
名
が
考

え
ら
れ
た
た
め
、
時
代
の
風
を
映
し

て
い
ま
す
。

　
八
光
（
は
っ
こ
う
）、

大
和
（
や
ま
と
）、瑞
穂
（
み
ず
ほ
） 58★

★★
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