
本
年
３
月
、
蒲
郡
市
は
「
ご

み
処
理
基
本
計
画
」
を
策
定
し

ま
し
た
。
計
画
は

～

年
度

14

28

ま
で
の

年
間
と
し
、
お
お
む

15

ね
５
年
ご
と
に
見
直
し
を
お
こ

な
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

蒲
郡
市
の
ご
み
排
出
量
は
、

全
国
、
県
平
均
よ
り
も
多
く
、

一
層
の
減
量
化
が
必
要
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
同
時
に
可
燃
ゴ
ミ

中
に
含
ま
れ
る
資
源
ご
み
の
割

合
が
高
く
、
分
別
の
徹
底
が
課

題
だ
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

計
画
で
は
目
標
値
を
掲
げ
、

具
体
的
な
施
策
も
示
し
て
い
ま

す
。
そ
の
中
に
「
ご
み
処
理
の

有
料
化
の
実
施
」
を
掲
げ
「
排

出
さ
れ
る
ご
み
の
減
量
化
が
期

待
で
き
る
。
市
民
負
担
の
公
平

化
や
ご
み
処
理
広
域
化
施
設
建

設
費
用
の
節
減
な
ど
の
効
果
が

あ
る
」
と
し
て
い
る
の
は
問
題

で
す
。

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
（
廃
掃
法
）
は
、

第
３
条
で
「
事
業
者
は
自
ら
の

責
任
で
処
理
」
す
る
こ
と
を
求

め
、
第
６
条
の
２
で
「
市
町
村

は
収
集
・
運
搬
・
処
分
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
家
庭
ご
み
の

処
理
は
市
の
義
務
と
位
置
づ
け

て
い
る
の
で
す
。

地
方
自
治
法
第
２
２
７
条
に

（
次
頁
に
つ
づ
く
）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第３条

事業者は、 自らの責任その事業活動に伴つて生じた廃棄物を

において適正に処理しなければならない。

第６条の２

一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内におけ市町村は、

収集る一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに

し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

地方自治法

第２２７条

普通地方公共団体は、 特定の当該普通地方公共団体の事務で

、 。者のためにするものにつき 手数料を徴収することができる



は
「
特
定
の
者
の
た
め
に
す
る

も
の
つ
き
、
手
数
料
を
徴
収
で

き
る
」
と
あ
り
、
ゴ
ミ
処
理
の

有
料
化
も
こ
の
条
文
を
根
拠
に

条
例
で
規
定
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
家
庭
ご
み

は
誰
も
が
排
出
す
る
も
の
で
あ

り
、
特
定
の
者
に
対
す
る
サ
ー

ビ
ス
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た

が
っ
て
ご
み
の
収
集
・
処
理
に

手
数
料
は
な
じ
ま
な
い
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ご
み
の

収
集
や
処
理
は
、
市
町
村
が
義

務
と
し
て
行
う
べ
き
基
本
的
な

事
務
で
あ
り
、
住
民
の
納
め
た

税
金
を
使
っ
て
行
う
べ
き
仕
事

だ
と
い
え
ま
す
。
こ
の
仕
事
を

行
う
た
め
に
市
民
か
ら
別
に
処

理
費
を
徴
収
す
る
の
は
、
税
金

の
二
重
取
り
と
の
批
判
は
避
け

ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
市
は
、
新
た
に
投

資
を
し
た
事
業
者
に
対
し
そ
の

固
定
資
産
税
相
当
額
を
助
成
す

る
奨
励
措
置
対
象
事
業
奨
励
金

制
度
を
つ
く
り
、
４
億
６
０
０

０
万
円
も
の
税
金
を
投
入
し
て

き
ま
し
た
。
ま
た
、
蒲
郡
港
利

用
企
業
に
対
し
、
車
１
台
１
０

０
０
円
・
木
材
１

２
０
０
円

㎥

の
助
成
金
を
出
す
制
度
な
ど
を

つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。
本
来
税

金
で
ま
か
な
う
べ
き
ご
み
収
集

処
分
に
は
住
民
か
ら
利
用
料
を

徴
収
す
る
一
方
で
、
民
間
事
業

者
の
活
動
助
成
に
多
額
の
税
金

を
使
う
の
は
本
末
転
倒
で
す
。

ま
た
有
料
化
し
て
も
ご
み
そ

の
も
の
が
減
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
、
有
料
化
が
意
識
改
革
に

、

つ
な
が
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と

不
法
投
棄
を
招
く
リ
ス
ク
が
あ

る
こ
と
も
不
安
材
料
で
す
。

ご
み
減
量
化
を
い
っ
そ
う
進

め
る
こ
と
は
当
然
で
す
。
ご
み

処
理
に
は
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

や
費
用
が
か
か
り
、
最
終
処
分

場
に
も
限
り
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
計
画
が
示
す
啓

発
と
教
育
を
徹
底
す
る
こ
と
が

重
要
で
、
有
料
化
を
進
め
る
こ

と
に
は
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。

計
画
で
は
「
概
ね
３
年
後
を

目
安
に
有
料
化
の
具
体
的
な
実

施
手
法
に
つ
い
て
判
断
す
る
」

と
し
て
い
ま
す
。

財
産
管
理
な
ど
の

相
談
に
の
っ
て
き
た

高
齢
者
が
入
院
し
、

た
ま
た
ま
手
術
を
受

け
る
か
ど
う
か
を
決

め
る
場
面
に
居
合
わ

せ
て
し
ま
っ
た
。

ス
テ
ロ
イ
ド
投
与
の
た
め
か

腸
に
穴
が
あ
い
た
ら
し
く
「
手

術
が
必
要
だ
が
、
術
後
に
人
工

呼
吸
器
が
外
せ
な
い
可
能
性
が

高
い
。
医
師
が
人
工
呼
吸
器
を

外
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、

そ
れ
を
承
知
し
て
も
ら
え
な
い

と
手
術
は
で
き
な
い
。
手
術
を

し
な
い
と
、
命
を
失
い
か
ね
な

い
」
と
い
う
の
だ
。
説
明
す
る

側
も
判
断
す
る
側
も
辛
い
。

チ
ュ
ー
ブ
に
つ
な
が
れ
る
生

活
を
拒
否
し
た
彼
は
、
３
日
後

に
亡
く
な
っ
た
。
自
分
な
ら
ど

う
答
え
た
か
と
考
え
る
と
、
心

に
残
る
生
き
ざ
ま
だ
っ
た
。

【本紙はメール配信もしています。ホームページ（http://yas.sub.jp）で登録ください】

最終処分場の現状（大塚）


