
　

律
令
体
制
下
の
奈
良
時
代
初
期

に
は
、
公こ

う

地ち

公こ

う

民み

ん

が
原
則
で
全
国

の
田
畠
と
民
は
国
家
の
所
属
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
期
に
な
る

と
人
口
増
加
や
口く

分ぶ

ん

田で

ん

の
確
保
の

た
め
、
墾こ

ん

田で

ん

永え

い

年ね

ん

私し

財ざ

い

法ほ

う

が
出
さ

れ
、
未
開
地
の
大
開
発
が
行
わ
れ

て
律
令
制
的
土
地
所
有
が
崩
れ
て

ゆ
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
そ
れ

は
未
開
地
を
開
墾
し
た
農
地(

墾

田)

も
租(

税)

さ
え
納
め
れ
ば
私

有
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
こ
の
た
め
大
社
寺
や
中
央
貴

族
、
地
方
豪
族
や
有
力
農
民
た
ち

に
よ
る
一
大
開
発
ブ
ー
ム
が
お

こ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
獲
得
し
た
大
規
模
な

私
有
地
を
初
期
荘

し
ょ
う

園え

ん

と
呼
ん
で

い
る
。
荘
園
は
八
世
紀
か
ら
十
六

世
紀
ま
で
の
間
、
全
国
的
規
模
で

存
在
し
た
が
、
中
世
の
荘
園
と
は

性
格
が
違
う
た
め
区
別
さ
れ
て
い

る
。
初
期
荘
園
は
大
体
十
世
紀
ま

で
に
は
衰
退
し
、
十
一
世
紀
こ
ろ

か
ら
は
皇
室
や
中
央
の
貴
族
や
大

社
寺
へ
地
方
の
大
小
の
土
地
所
有

者
か
ら
田
地
を
寄
進
す
る
、
所

い

わ

謂
ゆ

る

、

寄き

進し

ん

地ち

系け

い

荘
し
ょ
う

園え

ん

が
急
増
し
て
く

る
。
寄
進
の
目
的
は
不ふ

輸ゆ

不ふ

入
に
ゅ
う

権け

ん

と
い
っ
て
、
租
税
納
入
の
拒
否
と

田
地
調
査
な
ど
の
立
ち
入
り
拒
否

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
本
来
、
国
に

納
め
ら
れ
る
べ
き
税
が
社
寺
や
貴

族
に
納
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ

と
だ
。
こ
う
し
た
特
権
を
得
た
荘

園
が
し
だ
い
に
増
え
、
私
地
私
民

制
を
基
本
と
す
る
大
土
地
所
有
の

荘
園
制
度
が
着
実
に
発
達
し
た
。

　

荘
園
の
大
規
模
な
発
達
は
、
国

司
の
支
配
す
る
公こ

う

領
り
ょ
う(

国こ

く

衙が

領
り
ょ
う)

を
圧
迫
し
て
い
っ
た
。
荘
園
が
増

加
し
た
と
は
い
え
、
荘
園
と
公
領

の
割
合
は
概

お
お
む

ね
六
対
四
程
度
で

あ
っ
た
か
ら
、
荘
園
が
全
国
を
席

巻
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
十
二
世
紀
、
源
平
合
戦
の
こ

ろ
の
我
が
国
は
、
国
司
の
支
配
下

に
あ
る
国
衙
領
と
大
社
寺
や
皇
室

や
摂せ

っ

関か

ん

家け

な
ど
の
所
領(

荘
園)

と

に
二
分
さ
れ
て
い
た
。

　

国
司
は
任
国
へ
赴
任
す
る
の
が

本
来
で
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
中

期
以
降
、
国
司
の
地
位
の
利
権
化

に
伴
い
国
司
の
遙よ

う

任に

ん

の
風
が
一
般

化
し
た
。
遙
任
と
は
任
地
に
赴
任

せ
ず
に
在
京
を
続
け
、
政
務
を
代

官
に
任
せ
て
得と

く

分ぶ

ん(

報
酬)

の
み
受

け
取
る
ス
タ
イ
ル
だ
。
国
司
不
在

の
役
所
を
留る

守す

所
ど
こ
ろ

と
呼
び
、
現
地

豪
族
を
以
っ
て
任
ず
る
在ざ

い

庁
ち
ょ
う

官か

ん

人じ

ん

た
ち
が
実
務
を
担
当
し
た
。
そ
こ

で
国
司
は
、
腹
心
の
人
物
を
目も

く

代だ

い

(

代
官)

に
任
命
し
て
現
地
へ
派
遣

し
て
在
庁
官
人
を
監
督
さ
せ
た
。

し
か
し
平
安
時
代
末
期
に
な
る
と

在
庁
官
人
が
徐
々
に
実
権
と
実
力

を
獲
得
し
て
留
守
所
行
政
を
独
占

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

田
所
文
書
の
「
安あ

芸き

国こ

く

衙が

領
り
ょ
う

注
ち
ゅ
う

進し

ん

状
じ
ょ
う

」
は
鎌
倉
時
代
の
文
書
で

あ
る
が
、
国
衙
の
所
在
す
る
府
中

を
中
心
に
公
領
部
分(

国
衙
領)

も

か
な
り
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
例
え
ば
、
そ
の
主
な
も
の

を
挙
げ
れ
ば
温ぬ

く

科し

な

村
、
飯
室
村
、

久
村
、
己
斐
村
、
東
原
村
、
古
河

村
、
八
木
村
、
緑
井
郷
、
三
田
郷
、

志
道
村
、
井
原
村
な
ど
広
く
分
布

し
て
い
た
。

　

国
衙
関
係
の
史
料
は
全
国
的
に

も
少
な
い
の
で
田
所
文
書
は
第
一

級
の
価
値
が
あ
る
と
い
え
る
。

府
中
町
文
化
財
保
護
審
議
会
会
長

横
田　

禎
昭

〔
第
94
回
〕　

国こ
く

庁ち
ょ
う

屋や

敷し
き

跡あ
と･

田た

所ど
こ
ろ

明み
ょ
う

神じ
ん

社じ
ゃ･

田た

所ど
こ
ろ

文も
ん

書じ
ょ

そ
の
三

ふ
る
さ
と
歴
史
散
歩

正しいごみ出しにご協力を
府中町環境センター(八幡四丁目1-1)　☎286–3266

ごみの不法投棄は、犯罪です！
不法投棄を目撃した人は、警察に通報してください。

ごみを出す時間に気をつけてください！
前日の夜や早朝に出すとカラスが見つけて荒らすことがあります。

ごみは決められた場所に出してください

【ペットボトル】
　①中をよく洗う②キャップを外す（キャップは普通ごみ）
　③ラベルをはがす（ラベルは普通ごみ）
【白色トレー】
　①中をよく洗う②乾かす又は拭く
※白色トレーとは、表裏とも白一色のもの（色物、柄物は、
　普通ごみ）です。つまようじが簡単に刺さるもの（発泡ス
　チロール製）です。

午前8時30分までにごみステーションに出してください。

9／19
(月／祝)

北部 普通ごみ(月・木曜日収集地区)

南部
有価物（月曜日収集地区)
新聞・雑誌、ダンボール、衣類、ビ
ン・缶・金属類

9／23
(金／祝)

北部
ペットボトル・紙パック・白色ト
レイ（第４回目金曜日地区）

南部 普通ごみ（火・金曜日収集地区）

※環境センターへのごみの持ち込みは、受け付けていません。

　各地区のごみステーションは、地元の町内会が日
頃から自発的に清掃等維持管理を行っているところ
です。ご自分の住居地の指定日に指定された場所へ
置くようにご協力ください。

ペットボトル・白色トレー
再生のためにご協力をお願いします！

旧焼却施設解体工事期間中のごみの持ち込み
　平成23年7月～平成24年3月の期間で解体工事を行ってい
ますが、環境センターへのごみの持ち込みは、通常通り受け
付けます。なお、工事期間中は、環境センター内の通行可能
な範囲が狭く、受付に時間がかかるなど、ご迷ご迷惑をおか
けしますが、安全確保とスムーズな受付に務めますので、ご
理解とご協力をお願いします。
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