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今
回
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。

中核市
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NEWS!

問い合わせ…中核市推進室  i048-271-9513  k048-259-6860  市ホームページ「中核市への移行」もご覧ください。

平成30年4月
中核市移行
を目指して

平成30年4月
中核市移行
を目指して

　中核市への移行に伴い、保健所業務を市で行うようになります。これにより、市内で新型
インフルエンザなどの感染症が発生した時に、市域の危機管理情報を集約する市が関係機
関と連携し、今まで以上に迅速な対応ができるようになります。

感染症への対応が迅速に行えます

国

埼玉県（川口保健所）

川口市

市民

マイナンバーが記載された
　　　　  通知カードが届きます

マイナンバーとは
　マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の行政手続き
で利用されるもので、国民一人ひとりに付番され、10月
から「通知カード」で通知されます。

問い合わせ……〈制度全般〉コールセンター
（全国共通ダイヤル）i0570-20-0178（平日9：30～17：30）
IP電話などi050-3816-9405
外国語対応i0570-20-0291

問い合わせは住民登録のある市区町村まで
川口市に住民登録があるかた…市民課（平日8：30～17：15）
i048-258-7923　k048-250-1169

お問い合わせください
　次のような事情で住民登録地以外にお住まいのか
たは、通知の送付先変更手続きが必要となります。

通知カードとは
　通知カードには数字12桁の個人番号と基本4情報（氏
名・住所・生年月日・性別）が記載されます。「通知カード」
の下には「個人番号カード交付申請書」がついています。

（本人が申請する場合）
・申請者の本人確認書類
・居所に居住していることを証する書類
（代理人が申請する場合）上記に加え
・代理人の本人確認書類　
・代理人の代理権を証明する書類

（申請方法）

必
要
添
付
書
類

10月

　「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」
に、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入し、
9月25日（金）までに（必着）、住民登録のある市区町村
へ郵送または持参してください。申請書は、市民課窓
口で配布するほか、市ホームページなどからダウンロ
ードもできます。

【危機管理情報の伝達】
現　　在

国・埼玉県

川口市（川口市保健所）

市民
〈迅速な情報提供が可能になります〉

中核市になると

個人番号カードの申請方法
　個人番号カードとは、平成28年1月以降に希望者へ交
付される、マイナンバー、氏名、住所が記載された顔写真
付ICカードで、身分証明書や電子申請に使用可能なカー
ドです。交付を希望するかたは通知カードと一緒に、同
封されている「個人番号カード交付申請書」に顔写真を
添付して、郵便またはインターネットで申請ができます。
具体的な申請方法は、詳細が分かり次第、広報紙やホー
ムページなどでお伝えします。

•DVなどの被害で、避難されているかた
•東日本大震災により被災し、避難者登録されて
　いるかた
•1人暮らしで長期間、医療機関・施設などに
　入院、入所することが見込まれるかた
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昨
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行
わ
れ
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東
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マ
ラ
ソ
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に
し
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走
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ボ
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ニ
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世
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大
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目
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男
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は
初
め
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」
の
称
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を
手
に
し
た
。

　
初
の
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
は
65
歳
の
時
。
定
年
退
職

後
、
健
康
の
た
め
に
通
い
始
め
た
ジ
ム
で
ホ
ノ
ル
ル

マ
ラ
ソ
ン
に
誘
わ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
。
そ
れ
ま
で

マ
ラ
ソ
ン
と
無
縁
な
生
活
だ
っ
た
た
め
、「
誘
わ
れ

た
時
は
冗
談
か
と
思
っ
た
」。
し
か
し
、
ジ
ム
の
練

習
会
で
走
る
楽
し
さ
を
知
り
、
川
口
マ
ラ
ソ
ン
を
は

じ
め
国
内
外
の
大
会
に
参
加
す
る
ほ
ど
マ
ラ
ソ
ン
に

の
め
り
こ
ん
だ
。「
こ
の
時
、
声
を
掛
け
ら
れ
な

か
っ
た
ら
今
の
自
分
は
な
か
っ
た
。
今
で
は
マ
ラ
ソ

ン
の
な
い
生
活
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
年
齢
・
性
別

に
関
係
な
く
楽
し
め
、
み
ん
な
で
盛
り
上
が
る
こ
と

が
で
き
る
ん
で
す
」。

　「Six Srar Finiser
」
が
か
か
っ
た
昨
年
の
東
京

マ
ラ
ソ
ン
で
は
、
大
会
３
カ
月
前
に
前
立
腺
癌
の
全

摘
出
手
術
を
受
け
た
。
大
会
に
間
に
合
う
よ
う
に
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
調
整
し
て
手
術
に
臨
ん
だ
が
、
体
力

の
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想
以
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、
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再
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た
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体
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が
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よ
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た
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大
会
直
前
ま
で
出
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す
る
か
迷
い
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ら
も
開
き

直
っ
て
大
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に
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加
。
制
限
時
間
の
７
時
間
ぎ
り
ぎ

り
で
走
る
予
定
だ
っ
た
が
、
結
果
的
に
約
１
時
間
速

く
ゴ
ー
ル
で
き
た
。「
途
中
足
が
前
に
出
な
く
な
り
、

完
走
は
無
理
だ
と
思
っ
た
。
温
か
い
声
援
に
後
押
し

さ
れ
何
と
か
完
走
で
き
ま
し
た
」。
嬉
し
そ
う
に
、

ゴ
ー
ル
の
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振
り
返
る
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現
在
も
週
５
回
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、
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の
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ョ
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、
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レ
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、
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イ
ミ
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グ
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ど
の
ト
レ
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ニ
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グ
に
励
む
。

　「
生
涯
現
役
が
目
標
。
参
加
し
た
こ
と
が
な
い
大

会
が
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
か
ら
ね
」。
快
挙
を
達
成

し
て
も
な
お
走
り
続
け
る
姿
は
、
世
界
中
の
ラ
ン

ナ
ー
の
憧
れ
の
的
で
あ
る
。（
敬
）

（
元
郷
2
）

282015.9広報かわぐち29

防犯防犯ひ
と

すこやか生活習慣 ワンポイントアドバイス健 康ガ イ ド
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■動脈硬化と虚血性心疾患について

　心臓は1日に約10万回程度の収縮と拡張を繰り返し、全身に血液を送
るポンプの役割を担い、心臓の筋肉(心筋)に酸素と栄養を運んでいる血
管を冠動脈と呼びます。
　狭心症や心筋梗塞は虚血性心疾患と呼ばれ、冠動脈の動脈硬化により
血管が狭窄もしくは閉塞することで胸の痛みを起こします。動脈硬化の
原因としては「喫煙」「高血圧」「高脂血症」「糖尿病」「肥満」などが挙
げられます。
　虚血性心疾患の予防には、危険因子の原因となる生活習慣を見直し改
善することが望まれます。禁煙、食事制限(塩分・糖分・脂肪・コレス
テロール)と適度な運動療法(高齢者の場合転倒などの事故に十分な注意
が必要ですが、速足歩きなどの中等度の有酸素運動を1日30分、週5日
間)が推奨されています。
　食事療法、運動療法のみで改善が得られれば理想的ですが、早期の内
服加療が望ましい場合もありますので、健診の結果などは放置せず医師
に相談するようにしてください。またすでに生活習慣病で通院加療中の
かたでも、動脈硬化は徐々に進行する場合があります。
　当院では負荷心電図や冠動脈CT、および負荷心筋シンチグラフィー
や心臓カテーテル検査など、必要に応じて精密検査を検討します。胸痛
や胸がしめつけられるなどの症状を自覚したら、まずはかかりつけの先
生にご相談ください。

川口市立医療センター

や は ぎ 　 　 たか　 ゆき

循環器科・集中治療科　医長 矢 作 隆 幸

g防犯対策室　i048-242-6361

車上ねらい
　被害に注意！
　市内では、今年上半期だけで165件の車上
ねらい被害が発生しました。特に、月極駐車
場に駐車中の車両内から電動工具を盗まれる
被害が多発しています。
　車両から離れる際は対策を心掛け、被害に
あわないようにしましょう。　

　　施錠を徹底する
　　短時間でも車を離れるときは、必ず施錠す
る。
　
　　車両内に物を置かない
　　貴重品や電動工具などを車に積んだままに
しない。
　　
　　監視性を高める
　　夜間の照明設備があ
り、見通しのよい駐車
場に駐車する。　

古
市
　武
さ
ん

きょうさく

●今日からできる認知症予防

車上ねらい対策　
１

2

3

　認知症は脳の病気で、主に記憶や言語などに障害が起こり、生活する上
で支障が出ている状態です。

　最近は“笑うこと”が認知症の予防に大きな
役割を果たすのではないかといわれています。
認知症の予防だけではなくさまざまな病気の予防として、ストレスを溜
めずに“笑うこと”を意識していくことが大切です。意識して笑顔を作る
だけでも効果的であるともいわれています。“笑う門には福来たる”の気
持ちで生活していくことを心掛けましょう。

　認知症の発症は生活習慣と関係があるともいわれています。認知症に
なるリスクを減らしましょう。

①食事：バランスの取れた食生活を心掛け、良くかみましょう。
           アルコールやカフェインの摂取は控えめにしましょう。
②運動：週2～3回程度の運動を心掛けましょう。
          有酸素運動を取り入れると効果的です。
③脳への刺激：新聞を読む、歌を歌うなど普段からできることをやって

　　　　　　みましょう。
④知的行動：趣味を持ち、人と関わりましょう。
　　　　　　翌月の予定を立ててみましょう。
⑤睡眠：30分以内の昼寝や、起床後２時間以内に太陽の光を浴びま　

　　　しょう。
　将来を健康的に過ごすためにも、規則正しく生活し、日ごろの生活習慣
に気を使うことが大切です。今日からできることを始めてみませんか。

生活習慣を規則正しくしましょう

笑うことを意識しましょう


