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生
ゴ
ミ
を
資
源
に
し
よ
う
、
学
校
給
食
に
地
元
の
農
産
物
を
届

け
よ
う
！
　
と
各
地
で
提
案
し
て
き
た
が
、
や
っ
と
こ
こ
に
き
て

「
事
業
化
」
へ
の
動
き
が
出
て
き
た
。
生
ゴ
ミ
の
資
源
化
も
学
校

給
食
へ
の
産
直
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
の
可
能
性
が
見
え
て
き
た

か
ら
だ
。

た
と
え
ば
、
福
岡
県
椎し

い

田だ

町
で
は
地
元
の
小
学
校
の
給
食
に
循

環
米

　
（
注
１
）

を
提
供
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
地
元
に
あ
る
自
衛
隊
の
基
地

や
北
九
州
市
の
学
校
給
食
に
提
供
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
検
討

し
て
い
る

　
（
注
２
）
。

椎
田
の
戦
略
は
こ
う
だ
。

北
九
州
市
の
人
口
は
お
よ
そ
一
○
○
万
人
。
小
中
学
生
の
数
は

八
万
人
弱
。
学
校
給
食
の
食
材
費
の
年
間
総
計
は
三
五
億
円
、
給

食
で
の
米
の
消
費
量
は
七
一
○
ｔ
ほ
ど
。
給
食
の
食
材
の
購
入
先

は
北
九
州
市
が
選
択
で
き
る
。

一
方
、
北
九
州
市
は
毎
年
、
焼
却
ゴ
ミ
を
五
○
万
ｔ
近
く
出
し

て
い
る
。
そ
の
処
理
費
用
は
お
よ
そ
二
○
○
億
円
。
焼
却
さ
れ
た

ゴ
ミ
は
灰
と
な
っ
て
、
最
終
処
分
地
に
埋
め
立
て
ら
れ
る
が
、
そ

の
最
終
処
分
地
も
残
り
わ
ず
か
に
な
っ
て
い
る
の
が
各
地
の
現
状

で
あ
る
。

焼
却
ゴ
ミ
の
な
か
で
、
お
よ
そ
四
○
％
が
生
ゴ
ミ
で
あ
る
。
北

九
州
市
の
場
合
は
二
○
万
ｔ
で
あ
る
。

こ
れ
を
北
九
州
市
の
市
民
が
分
別
し
、
椎
田
町
で
肥
料（
液
肥
）と

し
て
散
布
す
れ
ば
、
お
よ
そ
水
田
一
六
○
○
ha
分
の
肥
料
と
な
る
。

椎
田
町
で
は
化
学
肥
料
の
使
用
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
、
北
九

州
市
で
は
ゴ
ミ
の
減
量
お
よ
び
処
理
費
用
が
減
少
す
る
。

そ
こ
で
椎
田
町
で
は
、
北
九
州
市
か
ら
一
定
の
処
理
費
用
と
生

ゴ
ミ
で
栽
培
し
た
米
を
学
校
給
食
に
使
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
都

市
と
農
村
の
循
環
を
提
案
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
て
い
る

　
（
注
３
）。

北
九
州
市
は
エ
コ
タ
ウ
ン
事
業
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
事
業
を
全
国
に
先
駆
け
て
行
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
椎
田
町
が
呼
び
か
け
て
都
市
と
農
村
の
循
環
を
実
現

す
れ
ば
、
ま
す
ま
す
エ
コ
タ
ウ
ン
と
し
て
の
北
九
州
市
の
評
価
は

●
目
先
の
商
売
、
未
来
の
商
売

連
載

中な
か
　

村
　
む
ら
　

修お
さ
む

（
長
崎
大
学
環
境
科
学
部
助
教
授
）

食
と
農
を
基
礎
に
し
た
循
環
型
社
会
の
構
築
│

12
（
最
終
回
）

広
く
深
く
遠
い
生
産

表　大都市の焼却ゴミの量
（平成13年） （単位：t／年）

出典：
http://www.city.yokohama.jp/me/stat/

札幌
仙台
千葉
都区部
川崎
横浜
名古屋
京都
大阪
神戸
広島
北九州
福岡

674,765
427,100
336,749
3,010,028
486,304
1,593,222
716,337
728,944
1,717,635
895,263
339,393
495,519
684,580

（
注
１
）
循
環
米
と
は
、
人
間
の
屎
尿
を
肥
料
と
し
て

栽
培
さ
れ
た
米
の
こ
と
で
あ
り
、
椎
田
町
で
は
「
環

（
た
ま
き
）」
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
販
売
さ
れ
て
い

る
。

（
注
２
）「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
Ｎ
Ｅ

Ｄ
Ｏ
が
提
供
す
る
一
○
○
％
の
調
査
事
業
の
一
環
と

し
て
、
循
環
型
社
会
、
地
場
産
給
食
な
ど
に
つ
い
て

調
査
を
行
っ
た
。
こ
の
予
算
は
一
○
○
○
万
円
を
上

限
と
し
て
、
自
治
体
な
ど
で
利
用
で
き
る
。

（
注
３
）
こ
の
企
画
は
北
九
州
市
の
合
意
が
得
ら
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
企
画
段
階
の
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、「
い
い
話
」
は
ど
ん
ど
ん
公
開
し
て
い

く
べ
き
だ
と
思
い
、
公
開
し
た
。
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高
ま
る
は
ず
だ
。
椎
田
町
の
農
業
が
元
気
に
な
り
、
北
九
州
市
は

ゴ
ミ
処
理
費
用
が
減
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
名
声
も
高
ま
る
。

目
先
で
も
利
益
が
上
が
り
、
未
来
を
つ
く
っ
て
い
く
仕
事
に
な
る
。

こ
う
し
た
事
業
の
可
能
性
は
椎
田
町
ば
か
り
で
は
な
い
。
大
都

市
で
は
ゴ
ミ
が
た
く
さ
ん
出
て
（
前
ペ
ー
ジ
表
）、
そ
の
処
理
費

用
に
頭
を
抱
え
て
い
る
。
都
市
が
モ
ノ
の
豊
か
さ
を
追
求
し
て
き

た
結
果
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
大
阪
市
で
は
八
○
○
億
円
、
広
島
市

で
は
一
三
○
億
円
も
の
ゴ
ミ
処
理
費
用
が
使
わ
れ
て
い
る
。
都
市

は
ど
こ
も
ゴ
ミ
処
理
費
用
の
大
き
さ
、
最
終
処
分
地
の
確
保
に
頭

を
抱
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
農
村
が
主
体
的
に
動
け
ば
、
都
市
と
農
村
の
循
環
事

業
は
、
確
実
に
積
み
上
げ
ら
れ
る
仕
事
で
あ
る
。

生
ゴ
ミ
を
液
肥
で
散
布
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
と
都
市
の
学
校
給
食
に

販
売
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
が
あ
れ
ば
、
各
地
で
都
市
と
農
村
の
循
環
事

業
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゴ
ミ
処
理
に
窮

き
ゅ
う
し
て
い
る
都
市
を

救
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
農
村
の
側
の
主
体
的
な
循
環
戦
略
で

あ
る
。
一
方
で
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
、
農
村
は
都
市
の
ゴ
ミ

捨
て
場
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ゴ
ミ
捨
て
場
と
は
、
ゴ
ミ
と
ゴ
ミ
処

理
の
苦
労
が
押
し
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

山
形
県
長
井
市
で
行
わ
れ
て
い
る
レ
イ
ン
ボ
ー
プ
ラ
ン
で
は
、

同
推
進
委
員
会
の
委
員
長
、
菅
野
芳
秀
さ
ん
を
は
じ
め
地
元
の
農

家
が
積
極
的
に
活
躍
し
て
い
る
。
全
国
か
ら
の
視
察
も
多
い
。

菅
野
さ
ん
の
す
ば
ら
し
い
話
を
聞
き
、
本
を
読
み
、
感
激
し
て

長
井
市
に
視
察
に
行
っ
た
の
だ
が
、
違
和
感
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
。

●
循
環
は
行
政
の
役
割

図　ゴミ処理も循環も自治体負担

Ａ．焼却の場合

Ｂ．長井市の場合

Ｃ．椎田町の場合

Ｄ．わたしの提案

ゴミの回収

ゴミの回収

屎尿の回収

生ゴミ，屎尿，
汚泥等の回収

焼　　却

堆 肥 化

液 肥 化

液 肥 化

最終処分
（埋め立て）

農地での
堆肥の利用

農地での
液肥の利用

農地での
液肥の利用

農産物の
地元での利用

農産物の
地元での利用

農産物の
地元での利用

→ →

→

→

→

→

→

→

→

→

→

（ここからは農家負担） （農家の販売努力が主体）

（農家は一部負担） （学校給食での利用）

（農家は一部負担）
（一部農家の利益）

（行政の事業，積極的な協力）
（学校給食での確実な利用）

（最終処分まで自治体の負担）
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「
な
ぜ
、
農
家
だ
け
が
、
あ
そ
こ
ま
で
苦
労
を
背
負
わ
な
い
と

い
け
な
い
の
か
」
と
。

日
本
で
は
、
ゴ
ミ
処
理
は
自
治
体
の
責
任
で
行
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
税
金
が
使
わ
れ
て
い
る
。
税
金
で
ゴ
ミ
が
回
収
さ
れ
、

焼
却
さ
れ
、
灰
は
最
終
処
分
地
に
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
る
（
図
―

Ａ
〈
前
ペ
ー
ジ
、
以
下
同
〉）。

と
こ
ろ
が
、
長
井
市
で
は
ゴ
ミ
の
回
収
と
堆
肥
化
は
税
金
で
行

わ
れ
る
が
、
そ
の
堆
肥
を
利
用
し
、
農
産
物
を
販
売
す
る
の
は
農

家
の
負
担
で
あ
る
。
長
井
市
は
よ
そ
の
自
治
体
よ
り
も
積
極
的
に

動
い
て
い
る
が
、
主
体
は
農
家
で
あ
る
。
長
井
市
で
生
ゴ
ミ
が
資

源
と
し
て
循
環
し
て
い
る
の
は
、
菅
野
さ
ん
を
は
じ
め
農
家
の

「
努
力
」
に
よ
る
も
の
が
大
き
い
。

こ
れ
は
長
井
市
だ
け
で
な
く
、
生
ゴ
ミ
を
肥
料
化
し
て
い
る
ほ

と
ん
ど
の
自
治
体
の
傾
向
で
あ
る
。
�
バ
イ
オ
マ
ス
ニ
ッ
ポ
ン
�
と

い
う
日
本
政
府
の
政
策
で
も
同
様
で
あ
る
（
図
―
Ｂ
）。

肥
料
が
不
足
し
て
い
た
江
戸
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
農
民
は
屎し

尿
に
ょ
う

を
肥
料
と
し
て
都
市
か
ら
購
入
し
て
い
た
。
し
か
し
、
い
ま
で
は

輸
入
肥
料
が
安
価
に
入
手
で
き
る
時
代
で
あ
る
。

都
市
住
民
が
安
い
輸
入
農
産
物
を
購
入
し
た
そ
の
ゴ
ミ
を
な

ぜ
、
日
本
の
農
家
が
苦
労
し
て
堆た

い

肥ひ

と
し
て
利
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
。

堆
肥
を
使
う
な
、
土
づ
く
り
を
す
る
な
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

本
来
、
行
政
の
仕
事
を
な
ぜ
、
農
家
が
無
償
で
引
き
受
け
る
必
要

が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

長
井
市
で
感
じ
た
違
和
感
は
、
こ
れ
で
あ
っ
た
。

農
家
の
無
償
の
努
力
、
無
理
を
と
も
な
う
循
環
で
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
長
井
市
へ
の
視
察
は
多
く
て
も
、
各
地
で
実
現
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。

椎
田
町
の
場
合
（
図
―
Ｃ
）
は
、
町
が
液
肥
を
格
安
で
散
布
し
、

そ
の
米
を
給
食
に
利
用
す
る
こ
と
で
農
家
が
利
益
を
得
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
液
肥
の
利
用
は
歓
迎
さ
れ
た
。

行
政
が
肥
料
散
布
、
農
産
物
の
一
部
購
入
ま
で
行
う
こ
と
は
、

一
見
、
税
金
の
む
だ
遣
い
、
農
家
へ
の
過
剰
な
保
護
と
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
ゴ
ミ
処
理
は
行
政
の
仕
事
で
あ
る
。
さ
ら
に

は
、
循
環
型
社
会
を
確
実
に
つ
く
り
上
げ
る
だ
け
で
な
く
、
焼
却

処
分
よ
り
も
循
環
の
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
税
金
の
支
出
が
少
な
い
方

法
で
あ
る
。

循
環
の
ど
こ
か
で
だ
れ
か
が
「
が
ん
ば
る
」
こ
と
で
、
循
環
は

む
し
ろ
途
切
れ
て
い
た
。
だ
れ
も
が
が
ん
ば
ら
ず
に
、
だ
れ
も
が

利
益
を
受
け
る
こ
と
で
、
循
環
は
ス
ム
ー
ズ
に
回
っ
て
い
く
。
椎

田
町
で
は
、
税
金
か
ら
給
料
を
も
ら
っ
て
い
る
公
務
員
が
、
液
肥

の
散
布
ま
で
や
る
こ
と
で
、
循
環
型
社
会
が
建
設
さ
れ
、
町
全
体

と
し
て
ゴ
ミ
の
量
と
税
金
の
支
出
は
少
な
く
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
椎
田
町
の
方
法
に
学
ん
で
、
わ
た
し
は
図
―
Ｄ
の
流

れ
を
各
地
の
自
治
体
で
つ
く
っ
て
い
く
準
備
を
し
て
い
る
。

自
治
体
で
循
環
の
動
き
を
つ
く
る
に
は
、
ま
ず
「
ビ
ジ
ョ
ン
」

を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。
基
礎
調
査
を
ふ
ま
え
て
、
液
肥
の
散
布

を
だ
れ
が
、
い
く
ら
で
や
る
の
か
、
そ
の
農
産
物
の
購
入
を
だ
れ

が
担
当
者
と
し
て
や
る
の
か
と
い
う
「
実
行
計
画
」「
事
業
計
画
」

が
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ど
れ
く
ら
い
の
費
用
が

か
か
り
、
ど
れ
く
ら
い
の
効
果
が
あ
る
の
か
ま
で
計
算
し
て
、
議

写
真
＝
わ
た
し
の
名
刺
で
使
っ
て
い
る
写
真
で
す
。

あ
ぜ
道
に
咲
い
て
い
る
小
さ
な
草
花
が
好
き
で
す
。

●
ビ
ジ
ョ
ン
を
つ
く
れ
ば
動
き
だ
す
！
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感想や意見は，下記まで。

会
に
提
案
す
る
。
議
会
は
そ
の
「
費
用
対
効
果
」
を
検
討
し
、
地

域
が
豊
か
に
な
る
な
ら
そ
の
事
業
に
税
金
を
使
い
ま
し
ょ
う
、
と

い
う
判
断
を
す
る
。
そ
し
て
、
や
っ
と
動
き
だ
す
。

循
環
型
社
会
と
は
、
行
政
の
新
し
い
動
き
方
の
提
案
で
も
あ
る
。

循
環
型
社
会
や
地
場
産
給
食
の
テ
ー
マ
で
講
演
会
に
呼
ば
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
け
っ
し
て
動
き
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

地
場
産
給
食
で
は
、
こ
こ
数
年
で
一
○
○
か
所
近
く
講
演
を
行

っ
た
が
、
ど
こ
も
「
話
だ
け
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。

長
崎
県
大
村
市
で
は
基
礎
調
査
を
き
ち
ん
と
行
っ
た
が
、
ビ
ジ

ョ
ン
を
つ
く
ら
な
か
っ
た
た
め
、
盛
り
上
が
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

だ
け
で
終
わ
っ
た
。
行
政
の
担
当
者
の
だ
れ
が
責
任
を
も
っ
て
や

る
の
か
、
予
算
は
い
く
ら
か
ま
で
決
め
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
給
食
へ
の
地
場
産
の
導
入
は
な
い
ま
ま
だ
。

福
岡
県
大
木
町
で
も
四
年
間
の
基
礎
調
査
、
生
ゴ
ミ
分
別
の
実

証
ま
で
や
っ
た
の
に
、「
循
環
型
社
会
建
設
に
使
う
予
算
は
な
い
」

と
い
う
新
し
い
町
長
の
考
え
で
、
頓と

ん

挫ざ

し
て
し
ま
っ
た
。

一
方
、
椎
田
町
で
は
今
年
度
、「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
」

と
い
う
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
（
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
開
発
機
構
）
の

予
算
を
使
っ
て
、
循
環
型
社
会
建
設
の
た
め
の
基
礎
調
査
と
ビ
ジ

ョ
ン
づ
く
り
を
行
っ
た
。
来
年
度
は
Ｆ
Ｓ
調
査
（
事
業
実
現
の
た

め
の
予
備
調
査
）
で
事
業
可
能
性
を
追
求
す
る
。
こ
う
し
た
調
査

を
ふ
ま
え
て
、
町
は
学
校
給
食
や
循
環
事
業
に
予
算
を
出
し
、
あ

ら
た
な
動
き
を
つ
く
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

消
火
剤
の
リ
サ
イ
ク
ル
、
北
九
州
市
と
の
生
ゴ
ミ
―
農
産
物
循

環
事
業
な
ど
を
本
格
的
な
事
業
と
し
て
、
数
年
後
に
は
形
に
し
て

い
く
予
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
よ
そ
の
農
村
で
も
可
能
で
あ
る
。

椎
田
町
で
は
液
肥
の
利
用
、
農
産
物
の
給
食
等
へ
の
産
直
、
循

環
授
業
な
ど
が
き
ち
ん
と
予
算
化
さ
れ
、
担
当
者
（
産
業
課
）
も

決
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
政
の
仕
事
と
し
て
循
環
事
業
が

積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

経
済
社
会
で
は
お
金
が
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い
。
だ
か
ら
、

必
死
に
目
先
の
お
金
を
求
め
て
働
い
て
き
た
。

生
活
が
か
か
っ
て
い
る
か
ら
目
先
で
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
。

そ
う
し
た
働
き
方
の
結
果
、
農
地
を
荒
ら
し
、
農
村
が
す
た
れ
て

い
く
。
そ
し
て
、
農
作
業
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
た
多
く
の
生

き
物
た
ち
を
失
っ
て
き
た
。

「
メ
ダ
カ
も
ト
ン
ボ
も
、
田
ん
ぼ
や
農
作
業
が
生
み
だ
し
て
き

た
」
と
宇
根
豊
さ
ん
は
言
う
。

宇
根
さ
ん
は
公
務
員
の
仕
事
を
辞
め
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
農
と

自
然
の
研
究
所
」
を
主
宰
し
て
い
る
。

農
薬
を
む
や
み
に
使
わ
ず
、
田
ん
ぼ
の
虫
や
動
物
や
植
物
を
気

に
し
た
農
作
業
を
す
る
こ
と
で
、
田
ん
ぼ
か
ら
は
多
く
の
花
や
生

き
物
が
生
ま
れ
て
く
る
。
田
ん
ぼ
は
米
を
作
る
だ
け
の
と
こ
ろ
で

は
な
い
。
都
市
の
た
め
に
水
を
蓄
え
る
ダ
ム
だ
け
で
も
な
い
。

目
先
の
お
金
を
生
み
だ
す
だ
け
で
は
な
い
、
こ
う
し
た
農
業
の

あ
り
方
を
「
広
く
深
く
遠
い
生
産
」
と
宇
根
さ
ん
は
呼
ん
で
い
る
。

「
広
く
深
く
遠
い
生
産
」
は
、
現
場
で
悩
み
、
現
場
で
考
え
て

き
た
人
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
な
の
だ
と
思
う
。

こ
れ
か
ら
数
年
で
、
椎
田
町
の
循
環
事
業
は
「
広
く
深
く
遠
い

生
産
」
と
し
て
、
お
金
を
得
る
よ
う
な
仕
組
み
を
獲
得
し
て
い
く
。

多
く
の
Ｊ
Ａ
、
農
村
が
、
こ
れ
に
続
い
て
ほ
し
い
。

●
広
く
深
く
遠
い
生
産
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