
水は
どこから

1 ⑴ くらしの中の水

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

● 市内の小・中・高・大学の学校で1日に使われる水の量
りょう

約956立
りっぽう

法メートル。これは小学校のプール（約

300立方メートル）で約3.2杯分になります。　

● 1人が1日に家
か

庭
てい

で使う水の量
約218リットルです。これは、6リットルバケツで約36杯

分、ドラム缶
かん

で約1杯分になります。

● 水の価
か

格
かく

10円で約53リットルの水を買
か

うことができます。こ

れは、2.0リットルのペットボトルで約27本分になり

ます。

　宇部市では、163,482人（令和元年度）の人が生
せいかつ

活

をし、そのうち162,516人（99.4％）の人が水
すいどう

道の水を

使っています。

令和元年度
に使った水の量
18,097,334㎥

その他
6.5％病院4.1％

学校1.9％

工場6.6％

営業
10.4％

家事
70.5％

えいぎょう

19,500

19,250

19,000

18,750

18,500

18,250

18,000

（千㎥）

Ｈ24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度

水の使用量
19,295 19,229

18,615
18,690

18,613
18,561

18,395

18,097

住
み
よ
い
く
ら
し
を

さ
さ
え
る

5
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⑵ じゃ口
ぐち

の水はどこから

水道の水は、どこ
からどんな旅

たび
をし

てきたのかな。

　安全でおいしい水をつくり、みなさんがいつも安心して水を

使えるように考えています。

　配
はいすいかん

水管は、永
えいきゅう

久に使えるものではないので、古くなったら計
けいかくてき

画的にとりかえてい

ます。その工事をするために水を止めることもありますので、協
きょうりょく

力してください。

上下水道局の人の話

宇部市上下水道局（神原町）
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ことう

うべ

つまざき

いのう

いわはな

うべしんかわ ことしば

ひがししんかわ
ときわ

とこなみ

まるお

きわ

うべみさき

山口宇部空港

くさえ

市役所

厚東川ダム

宇部丸山ダム

今富ダム

有
帆
川

厚
東
川

宇
部
港

厚東川

大田川

宇内調整池

黒川調整池

長谷中継配水池 小野調整池

棯小野調整池
一ノ坂中継配水池

正法寺山調整池

山田調整池

西ヶ原調整池

南側調整池

西岐波中継配水池

王子調整池

瀬戸原調整池

善和中継配水池

宇部テクノ中継配水池

西ヶ丘配水池

霜降山配水池

桃山配水池

小羽山調整池

県営末信接合井

県営中山分水槽

県営平原分水槽

宇内調整池

黒川調整池

長谷中継配水池 小野調整池

棯小野調整池
一ノ坂中継配水池

正法寺山調整池

山田調整池

中山浄水場

末信水源地

広瀬浄水場

本庁舎

西ヶ原調整池

南側調整池

西岐波中継配水池

王子調整池

瀬戸原調整池

善和中継配水池

宇部テクノ中継配水池

西ヶ丘配水池

霜降山配水池

桃山配水池

小羽山調整池

ことう

うべ

つまざき

いのう

いわはな

うべしんかわ ことしば

ひがししんかわ
ときわ

とこなみ

まるお

きわ

うべみさき

山口宇部空港

くさえ

市役所

厚東川ダム

宇部丸山ダム

県営末信接合井

県営中山分水槽

県営平原分水槽

今富ダム

有帆川

常
盤
湖

No. 施　設　名　称 近くの小学校




















































本庁舎
広瀬浄水場
中山浄水場
末信水源地
県営末信接合井
県営中山分水槽
県営平原分水槽
霜降山配水池
桃山配水池
西ヶ丘配水池
小羽山調整池
南側調整池
西ヶ原調整池
瀬戸原調整池
西岐波中継配水池
王子調整池
善和中継配水池
宇部テクノ中継配水池
一ノ坂中継配水池
小野調整池
棯小野調整池
宇内調整池
正法寺山調整池
黒川調整池
長谷中継配水池
山田調整池

神　原
厚　東
藤　山
厚　東
厚　東
藤　山
藤　山
厚　東
新　川
西宇部
小羽山
川　上
川　上
川　上
川　上
東岐波
二俣瀬
二俣瀬
小　野
小　野
小　野
小　野
万　倉
吉　部
吉　部
船　木

水道施設は、ど
んなところに
あるのかな。

西
にし

ヶ
が

丘
おかはいすいち

配水池

西
にし

岐
き わ

波中
ちゅうけいはいすいち

継配水池

霜
しもふりやま

降山配水池 桃
ももやま

山配水池

おもな水道施
し

設
せつ

95



⑶ 水をきれいにするしくみ（広
ひろ

瀬
せ

浄
じょうすいじょう

水場）

　広瀬浄水場は、厚
こ

東
とう

地
ち く

区にあります。ダムや川から取り入

れた水をいろいろな設
せつ

備
び

を使ってきれいな水にし、配
はいすい

水池
ち

まで送っています。いつも安心して飲めるように水
すいしつけん

質検査
さ

をしたり、宇部市内の

配
はいすいりょう

水量を管
かん

理
り

したりしています。

　広瀬浄水場と中
なかやま

山浄水場を合わせて、１日120,000立方メートルの水をつく

ることができます。これは、小学校のプール（約300立方メートル）で約400杯
はい

分になります。

　飲み水をつくるには、きれいにするためにたくさんの費
ひ

用
よう

がかかります。これか

らもおいしい水が飲めるようにダムや川の水をよごさないようにしてほしいのです。

上下水道局の人の話

中
ちゅうおうかんりしつ

央管理室 水
すいしつけんさしつ

質検査室

埼玉県
大宮駅

飲めるようになった
きれいな水をためて
おくところ

ダムの水を運ぶ
トンネル

はこ

薬品を使って水の中に
含まれているにごりな
どを取り除きます。

のぞ

市内にはあみの目のように水
道管が埋められていて、その
長さは1,094㎞になります。

さらにきれいな水にする
ために、砂の層でこして
目に見えないゴミを取り
除きます。

そう
出来上がった水道水を
送水ポンプで高所に
配置した配水池に送り
ます。

こう

はい すい ち

しょ

い っ  た ん

かっ　せい　たん

のぞ

ダムの水を一旦ためておく
マスで、活性炭を入れて、
においを取り除きます。

ダムの水をずい道か
ら取り出すマス。
ここから浄水場まで
自然に流れていきま
す（自然流下）。

着 水 井
ちゃく すい せい

接 合 井
せつ ごう せい

ず い 道
どう

沈でん池
ちん ち ろ 過 池

か ち
ポンプ室

安全な飲み水に
するため薬品で
消毒します。
しょうどく

　ここでは、みなさんに安全な水を飲んで
もらうために、ダムや川の水、浄水場内の
水、配水池の水、蛇口から取った水を検査
しています。

じゃ ぐち けん さ

すい しつ けん しつし

水　質　試　験　室
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宇部丸
まるやま

山ダム（丸
まるやま

山湖
こ

） 厚
こ と う が わ

東川ダム（小
お の こ

野湖）

広瀬浄
じょうすいじょう

水場

広瀬取
しゅすいせき

水堰

厚東川水
すいろきょう

路橋

「安
あんぜん
全・安

あんしん
心・安

あんてい
定」

をモットーにおいしい
水づくりに取り組んで
います。

末信水源地
県営末信接合井

県営中山分水槽

中山取水場

中山浄水場

広瀬浄水場

上下水道局いのう

ことしば

うべしんかわ

工
業
用
水

厚
　東
　川

ま
じ
め
川

宇部港

市　　　　街

11
.9ｋ
ｍ

 宇部丸山ダム

厚東川ダム

厚東川水路橋

こと
う

広瀬取水堰
せき
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はなおさん
花尾山

（美祢市・長門市） （美祢市）

（美祢市）

669ｍ

ごんげんやま
権現山
560ｍ

りゅうごほう
龍護峰

あきよしだい
秋吉台

　　み　ね　し　　　な が と し
（美祢市・長門市）

くじらがだけ
鯨ヶ岳
616ｍ

　　　　　　　　　　はぎ し
（美祢市・萩市）

かつらぎさん
桂木山
702ｍ

426ｍ

■ 
あきよし
秋吉

■ 
おおた
大田

■ 
うない
宇内

き　べ
吉部 ■

あらたきやま
荒滝山

ことうがわ
厚東川 おおたがわ

大田川

ことうがわ　　　　
厚東川ダム

お　の　こ
小野湖

　　う　べ　し
（宇部市）

459ｍ

⑷ 宇部市の水
すいげん

源

　森林の土
ど

じょうには、スポンジのような性
せいしつ

質
があって、ふった雨をたくわえ、木の成

せいちょう

長を支
えたり、洪

こうずい

水を防
ふせ

いだり、川がかれないように
一
いってい

定の水を流
なが

し出したりしています。このように
天
てんねん

然のダムのようなはたらきをするという意
い み

味
で、森

しんりん

林は「緑のダム」と呼
よ

ばれています。
　水道料金の一部が水源や森林を守る活動に
使われています。

● 「緑のダム」とは何のことかな？

小
お の こ

野湖（厚
こ

東
とうがわ

川ダム湖
こ

）上
じょうりゅういき

流域のようす

別
べっぷべんてんいけ

府弁天池

白
しらみず

水の池

厚東川ダム

秋
しゅうほうどう

芳洞

道の駅みとう

　大田川河
かせんこうえん

川公園


白し
ら
い
と糸
の
滝た
き
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⑸ 使った水をきれいにするしくみ

使った水はどうなるのでしょう。水のよご
れの原いんを話し合ってみましょう。

　使った後のよごれた水は、

そのまま海や川に流
なが

さずに下
げ

水
すいしょ

処理
り

場
じょう

できれいにします。

下水処
しょ

理
り

場

海
浄
じょう

水場

水蒸
じょう

気 雨

雲

山々 ● 下水道管のマンホールのふた

昭和28
（1953年）

30
（1955年）

48
（1973年）

58
（1983年）

22
（2010年）

令和元
（2019年）

15
（2003年）

27
（2015年）

平成5
（1993年）

80

70

60

50

40

30

20

10

0

（％） 下水道の普及率
ふきゅうりつ

（年度）
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雨水ます
う　すい

沈 砂 池
ちん　  さ　   ち

下水処理場
げ すいしょ  り じょう

最初沈殿池
さい  しょ ちん でん   ち

下水道管（汚水）
げ  すい  どう  かん お　すい

げ  すい  どう  かん う　すい

下水道管（雨水）

最終沈殿池
さい しゅうちん でん   ち

消毒設備
しょうどく せつ　び

反応タンク
はん  のう

マンホール

マンホール

宇部市の下水道のしくみ

東
とう

部
ぶ

浄
じょうか

化センター（下
げすいしょりじょう

水処理場）
〒755-0001 宇部市大字沖宇部沖の山5272の3
TEL.0836-33-3779

〒755-0057 宇部市大字藤曲字沖土手下2449-1
TEL.0836-21-2746

〒757-0216 宇部市大字船木1741-4
TEL.0836-67-0213

西
せい

部
ぶ

浄化センター（下水処理場） 楠
くすのき

浄化センター（下水処理場）

　大雨が降
ふ

って、道
どう

路
ろ

にあふれた雨水をポンプでくみ上げ川や海に流し

て、災
さいがい

害が起きないようにしています。

　皆さんの家庭から出たよごれた水を処
しょ

理
り

してきれいな水に変え、川や

海に流しています。

　処理された水の一部は、隣
となり

の工場で使われたり、工事用の散
さんすい

水に使

われたりします。

（お願い）家庭から油類
るい

や生ごみを流さないようにしてください。

東部浄化センターで
はたらく人の話
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ごみの
処
し ょ

理
り

と
利

り

用
よ う

2 ⑴ 家から出るごみ

ごみは分
ぶんべつ

別し
て出している
ね。

一週間分のごみ
を調べてみよう！

もやせるごみ（月・水・金） やさいくず・食べ物ののこり・紙ごみ・草

卵パック・おかしの袋・ラーメンカップ

洋服・くつ・ビデオテープ

びん・かん・ペットボトル

ガラス・さら・アイロン

包装紙・紙箱・ダンボール・新聞・雑誌・雑がみ

プラスチック製容器包装
月1回のもやせるごみ

しげんごみ

もやせないごみ

古紙・紙製容器包装
ほう そう  し      かみばこ ざっ  し ざっ

ようふく

たまご ふくろせいよう  き　ほうそう

ご
　み
　の
　種
　類（
例
）

こ　し      かみせいよう  き  ほうそう

し
ゅ      

る
い   

れ
い

プラスチック製
容器包装

飲料・酒類用・
しょう油用の
PETボトル

飲料・酒類用
スチール缶

飲料・酒類用
アルミ缶

紙製容器包装

（飲料・酒類・しょう油
用のPETボトルを除く）（飲料用紙パックでアルミ

不使用のものおよびダン
ボール製容器包装を除く）
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収集日の朝８時３０分までにごみステーションに出してください。 ステーションに出せるごみ 

市では処理できないごみ ステーションに出せないごみ 

宇部市 家庭ごみの出し方 令和 年 年 作成

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

月
・
水
・
金
の 

燃
や
せ
る
ご
み 

●台所ごみ ※水をよく切って出してください。 

●古紙・紙製容器包装以外の紙ごみ 

●庭草やせん定枝（２袋（束）まで） 

幹は直径 10cm以内 

●小型木製品や板切れ・竹製品 

（解体して長さ１m、直径 50cm以下にして出す） 

月･

水･

金
収
集 

指 

定 

袋 

燃

や

せ

る

ご

み 

の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製

容

器

包

装 

●ポリ袋・ラップ類    ※すすげるものはすすぎ、水を切る 

●食品トレー・カップ・パック類 

●チューブ・ボトル類 

●ふた・キャップ類 

●家電製品などの梱包用発泡スチロール類 

 

週
一
回
の
指
定 

曜

日

に

収

集 

品

目

ご

と

に

無

色

透

明

な

ビ

ニ

ー

ル

袋

に

入

れ

る 

燃

や

せ

な

い

ご

み

の

ス

テ

ー

シ

ョ

ン 

（

自

治

会

等

で

決

め

ら

れ

た

場

所

） 

月
一
回
収
集
の 

燃
や
せ
る
ご
み 

●寝具類           ※ふとん・カーペットなどは、長さ１m、直径 50cm以内に丸め、ひもでしばる。 

●布・繊維・革製品 

●衣類、はきもの類 

●かばん類 

●ボール類 

●カセットテープ・ビデオテープ 

月

一

回

の

指

定

日

に

収

集 

び 

ん 

・ 

缶 

●中をすすいで出してください 

●缶…大きさは 20cm 角以下のものまで 

●スプレー缶…使いきり、必ず穴をあける。 

●びん…油物や化粧品のびんも一緒に 

出せます。 

※金属のふたは、燃やせないごみへ 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル 

●ふた・ラベルは、はずして 

プラスチック製容器包装へ 

●中をすすぐ 

燃
や
せ
な
い
ご
み 

●小型電化製品（大きさ 1ｍ×50cm×50cm、重さ 10kg程度以下のもの） 

●金属・プラスチック製品 

●ガラス・陶器類 

●その他（かさ、使い捨てカイロなど） 

※焼却灰は湿らせ丈夫な袋に入れ、 

別にして置く（１袋程度）。 

危 

険 

ご 

み 

●乾電池・ライター・蛍光灯・水銀使用の体温計 

●それぞれを別々の無色透明袋に入れる 

●ライターはガスを使い切って出す。 

紙
製
容
器
包
装 

●箱・ケース類 

●包装紙・紙袋類          

●台紙・中仕切り類 

●紙パックや、商品が入っていた 

 紙皿・紙コップなど 

（紙パックはすすいで切り開き、乾かす。） 

ひ

も

で

十

字

に

し

ば

る 

古 
 

紙 
 

 

                             

＜プラスチック製容器包装識別マーク＞ 

識別マークは、本体のほか、外装フィルム、 

ラベル・シール等に付いています。 

汚れが落とせないものは

「月・水・金の燃やせる

ごみ」へ 

お問い合わせ 

・家電リサイクル法対象の電化製品 

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・衣類乾燥機 

購入した小売店に処分を依頼するか、

リサイクルプラザに問い合わせてく

ださい。 

それぞれに、「リサイクル料金」と 

「収集・運搬料金」がかかります。 

ごみの減量・分別のこと…廃棄物対策課 ごみ減量推進係 

                ☎３４-８２４７ 
ごみの収集・不法投棄のこと…廃棄物対策課 廃棄物対策係 

                ☎３３-７２９１ 
燃やせるごみの持込みのこと…………焼却場（施設課） 

                ☎３１-３６６４ 
燃やせないごみ等の持込みのこと… リサイクルプラザ 

                ☎３１-５５８４ 
埋立てごみの持込みのこと………………東見初埋立地 

                ☎２２-６８９０ 

・埋立てごみ 

土砂、石、ブロック、コンクリート、

スレート、がれき、瓦など 

埋立地へ直接搬入してください。 

 

・家庭から一時的に多量に出るごみ 

引越し、大掃除、日曜大工など 
処理施設へ直接搬入するか、家庭系一

時多量ごみ収集運搬の許可を持った

業者に引き取りを依頼してください。 

・小動物の死体 

廃棄物対策課 （３３-７２９１）へご

相談ください。※ 

 

・事業活動によって出るごみ 

事業者の責任において適正に処理し

てください。 

 

・薬品､自動車･バイクのタイヤや部品､バッテリー､消火器など 

・建築廃材、事業所から出るプラスチック類などの産業廃棄物 

購入先に引き取ってもらうか、専門の業者に依頼してください。 

・粗大ごみ 

大きさ 1m×50cm×50cm､重さ 10kg を超えるもの

たんす､ソファー､自転車､ベッドなど 

不燃物はリサイクルプラザ、可燃物は

焼却場へ直接搬入するか、廃棄物対策

課（３３-７２９１）へ引き取りを依

頼してください。※ 

 
 

※楠地区の方は、北部総合支所北部地域振興課☎６７－２８１３へ 

●それぞれひもで十字にしばる。 

断面が三層構造に 
なっています 

※ステーションでは、品目別に分けて置いてください。 
（広告紙は入ってもよい） （教科書やノート、プリントなどもよい） （平たくつぶし、金具を除く） 

新聞 雑誌・雑がみ 段ボール 

識別マークは、本体のほか、外装フィルム、 

ラベル・シール等に付いています。 

＜紙製容器包装識別マーク＞ ●平らにして、ひもで十字にしばる。 

「油のペットボトル」や

汚れが落とせないもの

は「月・水・金の燃やせ

るごみ」へ 

※紙製容器包装マークのある紙袋に入れて  

ひもでしばって出すこともできます。 

 

宇部市の家庭ごみの出し方は、次のように決められています。

プラスチック製
せい

容
よう

器
き

包
ほう

装
そう

・ペットボトルは、汚
よご

れが落
お

とせないものは「月・水・金の燃
も

やせるごみ」へ出します。
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居能居能

宇部港

宇部新川
琴芝
東新川
国道１９０号

草江

宇部岬

いのう

東見初埋め立て地

かんきょう
保全センター

かめうら元
埋め立て地

厚
東
川

みんなの家庭から出るごみの流れ

⑵ ごみのゆくえ

（直接搬入）

週3回収集
スラグ

月1回収集

週1回収集
月1回収集

月1回収集

月1回収集

月1回収集

月1回収集

しょうきゃく

焼却 
ざ ん さ

残渣
（燃えくず）

市の施設
し  せつしゅ       るい し  げん  か   じぎょうしゃ とう

資源化事業者等

しょうきゃくじょう

焼却場

リサイクル
プラザ

東見初埋め立て地

は

破 
さい

砕 
ざん

残 
さ 

渣

月・水・金の燃やせるごみ

月1回の燃やせるごみ

ペットボトル

燃やせないごみ

古　紙

そ

粗大ごみ

う

埋め
た

立てごみ

かみせいよう  き  ほうそう

紙製容器包装

プラスチック
せいよう  き  ほうそう

製容器包装

土木
しざい

資材に
さいせい

再生

プラスチック
せいひん

製品や
ねんりょう

燃料に再生

紙製品に再生

鉄・アルミなどに再生

せんい

繊維の
げんりょう

原料や
たまご

卵パックに再生

せいし

製紙原料・
こけい

固形燃料に再生

びん…びん・
けんざい

建材に再生
缶…アルミ・スチールに再生

びん・
かん

缶

種　類

（破砕くず）

（
ちょくせつはんにゅう

直接搬入）

　燃
も

やせるゴミを集めていると、水分

をよく切ってない台所ごみの汁
しる

が道に

飛び散
ち

ったり、ごみの袋
ふくろ

も重くなった

りして持ち上げるのも大
たいへん

変ですから、

水分はよく切って出してください。

　また、宇部市では皆
みな

さんにごみを

分
ぶん

別
べつ

して出してもらうことをお願
ねが

いし

ていますが、守
まも

ってくれない人がいる

ので困
こま

っています。

　ごみの分別表
ひょう

をよく見て、きまりを

守
まも

って出してください。

ごみ収集作業を
する人の話
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⑶ ごみを処
し ょ

理
り

するしくみ [かんきょう保
ほ

全
ぜ ん

センター]

解決！ショウキャク君
くん

解決！ハツデン君
くん

解決！クリンちゃん 解決！ボイラー君
くん

ごみの流れ

ごみクレーン

ごみをためておく
場所です。

細かくしたごみを
ためておく場所です。

スラグピット

スラグコンベア
鉄・アルミは資源
として回収します。

ガスの流れ

ごみを細かく
砕きます。 灰分を高温で溶かし

スラグを作ります。

熱分解炉

プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム

再利用へ

発電機

再利用へ 埋立地へ

ねつぶんかいろ

溶
融
炉

よ
う
ゆ
う  

ろ

廃熱ボイラー廃熱ボイラー

蒸気をつくります。 発電します。

ごみを燃やすための
温かい空気を作ります。

細かい灰と有害ガス
を取り除きます。

(公害防止装置）

No.1集じん器 No.2集じん器

触媒脱硝塔

排ガスは
きれいに
してから
空へ！

焼却場、リサイクルプラザ、
し尿処理場

環境保全センター

蒸
気

はいねつ

そう  ち

しょくばいだっしょうとう

煙突
えんとつ

誘引通風機
ゆういんつうふうき廃熱ボイラーに

入る前の水を温
めます。

エコノマイザ

ガス式二次
空気予熱器

310℃

1300～1400℃
500～600℃

160℃

灰処理装置
はいしょりそう ち

はいねつ

あたた

（　　　　　 　）

薬品・水を混
ぜて固め安全
な状態にしま
す。

ごみ焼
しょうきゃくじょう

却場の仕組み

　ごみは、約
やく

1350℃の熱
ねつ

で完
かん ぜ ん

全に燃えます。
この熱を使って、燃やすときに出る灰

はい

の一
い ち ぶ

部を
溶
と

かします。溶けた灰は冷
つめ

たい水で冷やされ、
小さなガラスのようなスラグになります。

　ろ過
か

式
しき

集
しゅう

じん器
き

が
排
はい

ガスの中の灰など
の害

がい

のあるものをとっ
て排ガスをきれいにし
ます。

　ごみを燃やしたときに出る熱を
使って蒸

じょう

気
き

をつくり、お湯
ゆ

をわかし
たり、冷

れい だ ん ぼ う

暖房に使ったりします。
　またタービンで電気をつくったり
します。

解
か い け つ

決①ごみを燃
も

やせ！！ 解
か い け つ

決③
有害ガスを減らせ!!

解
か い け つ

決②熱を使え!!
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　工場には毎日ごみ収
しゅうしゅうしゃ

集車でたくさんのごみが運ばれてき

ます。係
かかり

の中には三
さんこうたい

交代ではたらく人もいて、一日中休むこ

ともなくごみを燃
も

やし続けています。

　よく燃やすためには、ごみの水分をよく切ってから出すようにしてくださ

い。きけんな物が入っていて、けがをしたり、きかいがいためられたりするこ

ともありますから、燃やせるごみと燃やせないごみをきちんと分けて出してく

ださい。

　リサイクルプラザにはみなさんの家から出た「燃やせないご

み」や「しげんごみ」が運ばれてきます。このごみの中からしげん

をとりだしてもう一度物をつくるときの原
げんりょう

料にしているのです。

　また、しげんとして再
さ い り よ う

利用できないものは、埋
う

め立て地にもっていきますが、

埋め立て地もいつかはいっぱいになります。

　みんなの埋め立て地をできるだけ長く使うためにも、そしてごみを増
ふ

やさない

ためにも、みなさん、物を大事にして長く使ってください。

ごみ焼
しょうきゃくじょう

却場ではたらく人の話

リサイクルプラザではたらく人の話

環
かんきょうほぜん

境保全センター（ごみ焼
しょうきゃくじょう

却場・リサイクルプラザ・し尿
にょうしょりじょう

処理場）
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６００００

５００００

４0０００

（トン）
も

燃やせるごみの量のうつりかわり

53341 53894 54198
52761

51369
50477

52008 52333
53619

50860

53341 53894 54198
52761

51369
50477

52008 52333
53619

50860

２０10 ２０11 ２０12 ２０13 ２０14 ２０15 ２０16 ２０17 ２０18 ２０19

● 宇部市のごみしょりのあゆみ

埋め立て地（東見初）

宇部市環境イメージキャラクター「エコハちゃん」

⑷ へらないごみとわたしたちのくらし

なぜごみをへらさな
いといけないのか、
ごみがふえつづける
と、わたしたちのくら
しにどんな悪いえい
きょうがあるのか、
みんなで考えよう。

1975年
（昭和50年）

焼
しょうきゃく
却場完成（芝中沖）清

せいそ う か
掃課から

環
かん
境
きょうぶかんきょうほぜん
部環境保全センターとなる。

1995年
（平成7年）

リサイクルプラザができた。埋
う
め立て

ごみの量が10分の１になった。

1999年
（平成11年）

亀
かめうら
浦埋め立て地がいっぱいとなった

ので東
ひがし
見
み
初
ぞめ
へ埋め立て地を移した。

2000年
（平成12年）

容
ようきほうそう
器包装リサイクル法完

かんぜんじっし
全実施で

プラスチック製
せいようきほうそう
容器包装・紙

かみせいよう
製容

器
きほうそうぶんべつしゅうしゅう
包装分別収集が始まる。

2002年
（平成14年）

「週３回の燃やせるごみ」の指
していふくろせい
定袋制

が導
どうにゅう
入される。

2008年
（平成20年）

宇部港東見初広
こういきさいしゅうしょぶんじょう
域最終処分場の使

用が開
か い し
始された。

2009年
（平成21年）

エコバッグの利
り よ う
用。スーパーのレジ

袋
ふくろ
の有

ゆうりょうか
料化。

2013年
（平成25年）

使用済み小
こ
型
がた
家
か
電
でん
リサイクル事

じぎょう
業開

始。

2018年
（平成30年）

雑
ざつ
がみ回収開始

106



⑸ 資
し げ ん じ ゅ ん か ん

源循環のまちづくり〜宇
う べ

部市の3
スリーアール

Rの取り組み〜

だれでも参
さ ん か

加できる子ども服・絵本リユースフェア

古着・古布
ぬの

と使
し よ う ず み こ が た か で ん

用済小型家電の回
かいしゅう

収 まだ食べられるのに棄
す

てられる食品を集めて必
ひつよう

要とする

　ひとに配
は い ふ

布するフードバンクの実
じ っ し

施

　アルミ缶
かん

は今、92.5％もリサイクルさ
れています。世

せ か い

界の国
くにぐに

々の中でも非
ひじょう

常
に高いリサイクル率

りつ

です。リサイクルされ
たアルミ缶を重

おも

さにすると約
やく

25万トンで
す。節

せつやく

約されたエネルギー量は日本全
ぜん

国
こく

5,747万の家庭の14日分の電気量と
ほとんど同じです。リサイクルは地

ちきゅう

球の
資
し げ ん

源を大切に使うことになります。

●買い物は必要な分だけ。
●食べ残さない。
●マイはし、マイボトルを使う。
●つめかえ商品を使う。
●修

しゅうり

理して長く使う。
●ごみの分別を行う。
●地域

いき
の集団回収など資源

　回収に協力する。

● 3Rの取り組み

リサイクルするとこんなに
良いことがあるんです。

educe
リデュース

リユース

リサイクル

euse

ecycle

R

R

R

資料…アルミ缶リサイクルニュース
（2017年）

日本
イギリス

イタリア

フランス

ドイツ

スペイン

ノルウェー

アメリカ

ブラジル

韓国

100（％）806040200

世界各国のアルミ
かん

缶リサイクル
りつ

率
国名

92.5%（2017年）
72.0%
71.0%
58.0%
99.0%
62.0%
98.0%
63.3%
97.3%
79.0%
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令和３年度版「わたしたちの宇部」編集関係者

● 令和2年度編集委員

〈常任編集委員〉 〈社会科理事〉

〈社会科理事〉

● 令和元年度編集委員

神　原小学校 校長 松 坂 　 　 等

神　原小学校 教諭 河 村 　 　 崇

二俣瀬小学校 教諭 玉 井 　 雄 輔

小　野小学校 教諭 村 上 　 大 樹

常　盤小学校 教諭 蔵 本 　 裕 士

黒　石小学校 教諭 松 永 　 伸 之

宇部市教育委員会 吉 本 健 太 郎

船　木小学校 校長 栗 林 　 孝 幸

岬　　小学校 教頭 濵 野 　 則 之

東岐波小学校 教諭 宮 條 　 　 航

西岐波小学校 教諭 畦 森 　 加 織

恩　田小学校 教諭 蔵 重 　 美 里

上宇部小学校 教諭 西 山 　 英 文

岬　　小学校 教諭 松 﨑 美 智 子

見　初小学校 教諭 加 来 　 眞 弓

琴　芝小学校 教諭 山 口 　 佳 恵

神　原小学校 教諭 河 村 　 　 崇

新　川小学校 教諭 大 下 あ ず さ

鵜ノ島小学校 教諭 岡 　 　 佑 典

藤　山小学校 教諭 原 田 　 佳 子

厚　南小学校 教諭 植 木 　 数 弥

原　　小学校 教諭 福 永 　 博 一

厚　東小学校 教諭 真 鍋 　 裕 芳

二俣瀬小学校 教諭 玉 井 　 雄 輔

小　野小学校 教諭 藤 井 　 敬 之

常　盤小学校 教諭 佐 々 木 愛 実

小羽山小学校 教諭 溝 越 　 英 資

西宇部小学校 教諭 山 﨑 　 一 士

川　上小学校 教諭 平 中 　 英 治

黒　石小学校 教諭 藤 井 　 忠 宏

吉　部小学校 教諭 岡 田 　 忠 彦

万　倉小学校 教諭 佐 伯 　 佳 子

恩　田小学校 教頭 吉 野 　 浩 美

東岐波小学校 教諭 吉 村 　 由 紀

西岐波小学校 教諭 田 中 　 大 貴

恩　田小学校 教諭 田 村 　 知 衣

上宇部小学校 教諭 原 田 　 彩 夏

岬　　小学校 教諭 田 中 　 雄 也

見　初小学校 教諭 加 来 　 眞 弓

琴　芝小学校 教諭 立 花 　 唯 香

新　川小学校 教諭 桑 原 　 五 月

鵜ノ島小学校 教諭 岡 　 　 佑 典

藤　山小学校 教諭 三 好 　 保 雄

厚　南小学校 教諭 植 木 　 数 弥

原　　小学校 教諭 小 林 　 亮 太

厚　東小学校 教諭 桂 　 眞 理 子

小羽山小学校 教諭 宮 本 　 将 武

西宇部小学校 教諭 山 﨑 　 一 士

川　上小学校 教諭 西 山 　 英 文

吉　部小学校 教諭 善 家 　 香 織

万　倉小学校 教諭 桝 田 　 一 輝

船　木小学校 教諭 服 部 　 和 子

勤務校等は令和3年3月31日現在

勤務校等は令和2年3月31日現在
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一
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作
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宮
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作
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若
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宇
部
市
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歌

お
や

い
え  

じ

し
ょ
く
ば

き
ぼ
う
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