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布類
5% その他
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■
環
境
大
臣
表
彰
は
長
年
の

努
力
の
成
果

　

今
年
の
十
月
、
地
域
の
生
活
環

境
改
善
の
活
動
に
長
年
取
り
組
ん

で
き
た
功
績
が
た
た
え
ら
れ
、
環

境
大
臣
表
彰
を
受
け
た
西
野
第
一

町
内
会
。
昭
和
四
十
二
年
の
町
内

会
設
立
時
か
ら
活
動
に
携
わ
っ
て

き
た
前ま

え

鼻は
な

会
長
は
「
自
分
の
住
む

ま
ち
は
自
分
た
ち
で
き
れ
い
に
す

る
と
い
う
信
念
で
、
一
生
懸
命
み

ん
な
で
頑
張
っ
て
き
た
お
か
げ
」

と
控
え
め
に
話
し
ま
す
。

　

町
内
会
で
は
環
境
美
化
活
動
の

う
ち
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管

理
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　

「
こ
こ
で
は
住
民
同
士
が
ご
み

出
し
ル
ー
ル
を
守
る
よ
う
呼
び
掛

け
合
い
、
新
し
く
引
っ
越
し
て
来

た
人
に
は
、
ご
み
収
集
日
や
分
別

方
法
な
ど
を
、
戸
別
訪
問
で
説
明

し
て
協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
」
と
土ど

橋ば
し

さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　

「
こ
の
活
動
に
は
人
と
人
と
の

つ
な
が
り
が
大
切
」
と
話
す
岡お

か

崎ざ
き

副
会
長
は
、
住
民
同
士
の
意
思
疎

通
の
必
要
性
を
説
き
ま
す
。

■
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が

消
え
る
？

　

そ
れ
で
も
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

に
は
、
ル
ー
ル
違
反
の
ご
み
の
ポ

イ
捨
て
や
不
法
投
棄
が
後
を
絶
ち

ま
せ
ん
。
町
内
会
で
ル
ー
ル
違
反

の
大
型
ご
み
を
処
分
し
た
と
こ
ろ
、

軽
ト
ラ
ッ
ク
一
台
分
も
あ
っ
た
そ

う
で
す
。

　

そ
こ
で
町
内
会
は
、
幹
線
道
路

沿
い
に
あ
っ
た
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
を
移
動
し
た
り
、
外
見
上
ご
み

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
分
か
ら
な
い
よ

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
消
え
た
ら

ポ
イ
捨
て
も
消
え
た

実践

～
西
野
第
一
町
内
会
の
取
り
組
み

う
に
目
印
看
板
を
外
し
、
地
区
の

協
力
者
が
収
集
日
の
朝
に
ネ
ッ
ト

を
設
置
し
て
収
集
が
終
わ
る
と
す

ぐ
に
ネ
ッ
ト
を
片
付
け
る
な
ど
の

工
夫
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
消

え
る
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
し

た
と
こ
ろ
、
ル
ー
ル
違
反
の
ご
み

の
ポ
イ
捨
て
が
減
っ
た
そ
う
で
す
。

今
で
は
、
町
内
に
あ
る
八
十
カ
所

の
う
ち
半
数
以
上
の
ご
み
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
が
「
消
え
る
」
も
の
に
変

わ
り
ま
し
た
。

　

住
民
自
身
に
ご
み
問
題
を
考
え

て
も
ら
う
た
め
、
松ま

つ

井い

さ
ん
は
自

宅
の
庭
先
で
ご
み
を
整
理
し
た
り
、

ご
み
ネ
ッ
ト
を
修
理
し
た
り
す
る

姿
を
住
民
に
見
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
活
動
の
様
子
を
見
て
も
ら
う

こ
と
で
「
住
民
に
お
願
い
す
る
だ

け
で
な
く
、
町
内
会
も
頑
張
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
も
ら
え
れ

ば
、
住
民
も
協
力
し
て
く
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
」
と
松
井
さ
ん
は

語
り
ま
す
。

■
住
む
人
の
心
も
ま
ち
も

き
れ
い
に

　

目
標
は
「
町
内
全
体
に
『
消
え

る
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
』
の
考
え

方
を
行
き
わ
た
ら
せ
る
こ
と
」
と

話
す
平ひ

ら

尾お

衛
生
部
長
。
住
民
一
人

一
人
が
ま
ち
を
ご
み
で
汚
さ
な
い

こ
と
を
意
識
し
て
行
動
す
れ
ば
、

自
然
に
ま
ち
も
心
も
き
れ
い
に
な

る
と
信
じ
て
、
こ
れ
か
ら
も
環
境

美
化
活
動
を
続
け
ま
す
。　

ごみを資源に変えよう！①紙ごみ

▲手前左から前鼻町内会長、平尾衛生部長。奥側左から
松井さん、土橋さん、岡崎副会長。松井さんと土橋さん
は、町内会衛生部長の経験者。

　家庭ごみの重量比の内訳は、１位
が紙ごみ、２位が生ごみです。

　重量比の高い紙ごみと生ごみを
減らすことが重要です。

（平成18年度家庭系一般廃棄物組成調査より）

　不要になった新聞（チラシ）・雑誌（書籍）・段
ボールを、家庭から持ち込むことができます。
　利用の際は「種類ごとにひもでしばる」「古紙
以外は混ぜない」ことを守ってください。
●古紙回収ボックス
場所　西区役所（琴似２-７）の正面玄関横。
利用時間　平日午前８時45分～午後５時15分（年

※    

末年始を除く）。
●エコボックス（地域住民が主体で管理）
①八軒まちづくりセンター（八軒₁西₁）
利用時間　午前10時～午後７時（土・日・祝日も
利用可。年

※    
末年始を除く）。

②八軒中央まちづくりセンター（八軒６西２）
利用時間　午前９時～午後６時（土・日・祝日も
利用可。年

※    
末年始を除く）。

③発寒西会館（発寒６-12）
利用時間　平日午前９時～午後４時（年

※    
末年始を

除く）。事前に館内にいる「ことぶき会（管理団体）」
の人に利用することを告げてください。
※年末年始＝12月29日(土)～₁月₃日(木）。

古紙の回収拠点～「古紙回収
ボックス」と「エコボックス」

資源化
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