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皆さ ん は、市 外 の人 から「 松戸 って ど んな 所」と 尋 ねら れたら､ どう

お 答え になり ますか 。「江 戸川 が 流 れてい る 所」と 言う 人も多 い の で

は …。 昭和62 年 に行 った 市民 意 識調 査でも 「 わ が街ら しさ をも っと

も 感じさ せるも の は」 の問 い に33.2 ％ の人 が江 戸川 をあ げ、 第 １位

とな っ てい ま す。

さ あ 、ご 一 緒に その 魅力 を探 って み ましよう 。

江戸川 の夜明け

宮 間 満 寿 雄

市　　 長市議会議長

石　井　和　雄

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

市
民
の
皆
様
に

お
か

れ
ま
し
て

は
、
希
望
に
満

ち
た
輝
か
し
い

新
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

私
は
市
長
に
就
任
以
来
、
二
十
一
世
紀
を
展
望
し
た
理
想
の

都
市

を
実
現
す
る
た
め
、
年
次
計
画
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
計
画
的
な
街

づ
く
り
を
推
進
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。

お
か
け
さ
ま
で
過
去
三
次
に
わ
た
る
五
か

年
計
画
は

、
ほ
ぽ
予

定

ど
お
り
の
成
果
を
あ
げ
、
本
市
は
一
歩
一
歩
着
実
に

発
展
を
続
け

、

現
在
で
は
首
都
圏
で

も
有
数
の
都
市
に
成
長
い
た
し
ま
し
た
。

本
年
は
、
第
四
次
総
合
五
か
年
計
画
「
松
戸
わ

が
ま
ち
プ
ラ
ン
」
の

三
年
次
目
に
あ
た
り
ま
す
が
、
こ
の
計
画
に
は
、
二
十
一
世
紀
の
森

と
広
場
を
は
じ
め
、
各
種
文
化
施
設
の
建
設
事
業
や
き
め
細
か
な
福

祉
施
策
な
ど
、よ
り
豊
か
な
市
民
生
活
を
実
現
す
る
た
め
の

施
策
が
、

数
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い

ま
す
。

私
は
、
こ
の
松
戸
を
水
と
緑
に
満
ち
た
文
化
の
香

り
高
い
都
市
、
誰
も
が
健
康
で
明
る
い
生
活
を
送
れ

る
高
福
祉
都
市
と
す
る
た
め

、
今
後
と
も
渾
身
の

努

力
を
続
け
よ
う
と
決
意
を
新
た
に
し
て
お
り
ま
す
の

で

、
ど
う
か
本
年
も
相
変
わ
ら
ぬ

ご
理
解
、

ご
協
力

を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

皆
様
の

ご
健
勝
と

ご
多
幸

を
心
か
ら
祈
念
申
し
上

げ
ま
し
て
、
年
頭
の

ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

明
け
ま
し
て
お
め
で

と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

輝
か
し
い
新
春
を
迎
え
、
市
議
会
を
代
表
い
た
し

ま
し
て

、
市
民
の

皆
様
の

ご
繁
栄
を
心
か
ら
お
喜
び

申
し
上
げ
ま
す
。
日

ご
ろ
皆
様
に
は
、
私
ど
も
市
議

会
議
員
の
議
会
活
動
に
対
し
、
温
か
い

ご
支
援
と

ご

協
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

私
は
昨
年
の
十
二
月
市
議
会
に
お
い
て
、
議
長
に

就
任
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の

新

春
を

迎

え

、
今

更

な

が
ら

使

命
の

重

大

さ
を

痛

感
い

た

し

ま

す

と
と

も
に

、

心
魂

を

傾
け

、

市

民

福
祉

の

向
上

と

市

議

会
の

発

展

に

努

力
い

た

し
て

ま

い

る

所
存
で

お

り
ま

す

。
今

、

松

戸
市

は

人

口

四

十
五

万

人

を

擁
す

る

全

国
有

数

の

都
市

と
し

て

発

展

を

続
け

て

お

り

ま
す

が
、

複

雑

多
様
化

す
る

行

政
需

要

の

中
に

あ

っ
て

、
解

決

し

な
け

れ

ば
な

ら

な
い

問
題

等
も

あ

り
ま

す

。

中
で
も
、
市
民
生
活
に
お
い
て
、
皆
様
に
直
接
関
係
す
る
常
磐
線

の

混
雑

緩

和
や

ご
み

処
理

問

題

、
治

水

対

策

な
ど
に

つ

き
ま

し
て

は

、

私
ど
も
市
議
会
議
員
が
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
ま
い
る
所
存
で

あ
り

ま

す

。

そ
し
て

、
松

戸

市

を
皆

様

と
と

も

に

魅

力
あ

ふ

れ

る

す
ば

ら
し

い

都
市
に
築
き
上
げ
、
二
十
一
世
紀
に
向
か
っ
て
邁
進
し
た
い
と
願
っ

て

お
り

ま

す

。

何
と

ぞ

、

相

変
わ

り

ま
せ

ぬ

ご
指

導
と

ご
鞭
撻

を

賜

り
ま

す

よ

う

お

願
い

申

し
上

げ

、
皆

様
の

ご
健

勝
と

ご
多

幸

を
祈

念
し

、

年

頭

の

ご
挨
拶

と
い

た

し

ま

す
。

迎　 春



フォトマップ

江
戸
川
は
ど
こ
か
ら
始
ま
る

か

ご
存
じ
で

す
か
。

谷
川
連
峰
に
源
を
発
す
る
利

根
川
か
ら
、
関
宿
先
の
五
霞
村

で
分
か
れ
る
所
が
、
江
戸
川
の

始
ま

り
で
す
。

流
域
面
積
は
、
旧
江
戸
川

も

含
め
て
ニ
一
五
・
三
平
方
㌔

㍍
。
長
さ
は
六
四
・
三
㌔
㍍
あ

り
ま
す
。

上
流
か
ら
五
霞
村
・
関
宿
町
・

ここか利根川から分かれるスタート地点。手前に流れてくるのが、

私 たち の 江 戸川 で す

幸
手

市

・

杉
戸

町

・

庄
和

町

・

野
田

市

・

松
伏

町

・

吉
川

町

・

流
山

市

・

三
郷

市

・

松
戸

市

・

葛
飾
区
・
市
川
市
・
江
戸
川
区
・

浦

安
市

の
七

市

二

区
五

町
一
村

、

茨

城

県

・

埼
玉

県

・
千

葉

県

・

東

京

都

の

一

都
三

県

に
流

れ

て

い

ま
す

。

そ
の
水
は
、
そ
こ
に
住
む
数

百

万
人

の

生

活
用

水

は

も

ち
ろ

ん

、

広
大

な

田
畑

を

潤
し

、
野松戸 ・三郷有料道路の橋り よう。朝日が昇り ま

す

田
の
し
ょ
う
油
に
代
表
さ
れ
る

醸
造
産
業
や
、
河
口
付
近
の
だ

く
さ
ん
の
工
場
に
工

業
用
水
を

提
供
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
緑
と
水
辺
の
風
景
は
、

私
た
ち
の
心
に
や
す
ら

ぎ
を
与

え
、
河
川
敷
は
大
切
な
レ

ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
な
っ
て
い

ま
す
。

そ
ん
な
江
戸
川
の
フ
ォ
ト
マ

ッ
プ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

江戸川から 見た松戸の市街地。たくさ んの人が

息づく 街です

中洲は鳥たちでい つぱいです(写 真はユリカ モメ

の大群)

全国的にも有名な矢切の渡し。風 情かあり ます

江戸川もここ で２つに分かれます（右が新江戸

川・左が旧江戸川）

葛西臨海公園内のモダ ンな歩 道橋

江戸川も､長い旅を終え東京湾に注ぎます(旧江

戸川の河口)。右側 が東京ディズニーランド､ 左

側が葛西臨海公園になります

江戸川
関宿先から

東京湾へ



昭
和
の

初
め
ご
ろ
は
、
舟
で
生
活
す
る
人
も
結
構

い
た
ん
で

す
よ
。
水
も
お
茶
に
使
う
ほ
ど
お
い
し
く

松戸市漁業協同組合

古

代

の

大

河
「
古

東

京

川

」

約

十
万

年

前

の
地

球

で

は

気

温

が

上

が

り

、
氷

河

が

溶
け

、
関

東
地
方
全
域
も
海
に
な
っ
て
い

ま

し

た
。

そ
の

後

、

八
万

年
か

ら

二
万

年
前
に
最
後
の
氷
河
期
が
お
と

ず

れ

海

が
後

退

し

、
今

の

東

京

湾
の

浦
賀

水

道

あ
た

り

ま
で

、

陸

地
に

変

わ

っ

た
と

推

定

さ

れ

て

い

ま

す

。

そ
の
こ
ろ
、
や

が
て
今
の
利

根
川

や
荒
川
に
な
る
大
小
の
川

は
、
東
京
湾
内
の
中
央
で

合
流

し
、
一
本
の
大
河
と
な
っ
て
東

京
湾
に
注
い
で
い
ま
し
た
。

こ
の
大
河
は
「
古
東
京
川

」と

学
界
で
は
名
付
け
ら
れ
て
お
り
、

江
戸
川
の
遠
い
祖
先
で
す
。

今
か
ら
、
一
万
年
か
ら
五
千

年
前
（
縄
文
前
期
）
に
再

び
急

激
な
温
暖
化
が
始
ま
り
、
海
面

て
ね
。

そ
の
こ
ろ
は
、
銚
子
や
野
田
の
し
よ
う
油
な
ど
を

東
京
へ
運
ぶ
高
瀬
船
（
帆
掛
け
船
）
が
、
一
日
に
二
十

回
ほ
ど
往
復
し
て
い
た
の

を
覚
え
て
い
ま
す
。

水

質
も
十

年
ほ
ど
前
に

比
べ
て
だ

い
ぶ

良

く
な

っ
て

き
て
い
ま
す
。

こ

れ
は
意
外
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
江
戸
川
に

は

ア
ユ
の
稚
魚
が
た
く
さ
ん
い
て
、
養
老
川
な
ど
に
分

け
て

あ
げ
て
い
る
ん
で
す
。

昨
年
は
五
百
五
十
㌔
㌘
も
捕
れ
た
ん
で
す
。
。
子
孫

に
、
い
つ
ま
で
も
魚
の
す
む
江

戸
川
を
残
し
て
あ
げ

な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

が
上
昇
し
ま
し
た
。

海
は

、
縄
文
期
の
貝
塚
分
布

か
ら
み
て
、
関
東
平
野
の
中
央

に
位
置
す
る
茨
城
県
の
古
河
あ

た
り
ま
で
き
て
い
た
と
椎
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

そ
の

後
、
盛
ん
な
火
山
活
動

の
降
灰
に
よ
り
、
約
五
千
年
を

か
け
て

、
現
在
の

東
京
湾
と
ほ

ぽ
同
じ
地
形
が
で

き
ま
し
た
。

そ
し
て
中
部
日

本
の
山
岳

部

に
源
を
発
す
る
利
根
川
、
渡
良

瀬
川
、
多
摩
川
な
ど
が
低
地
を

南
流
し
て
東
京
湾
に
注
い
で
い

ま
し
た
。

こ
の
渡
良
瀬
川
の
下
流
で

あ

る
太
日
川
矢
井
川
と
も
書
く
）

が
後
に
江
戸
川
と
な
り
ま
す
。

太
日
川
と
い
う
名
が
出
て
く

る
最
も
古
い
文
献
は
、
承
和
二

年
（
八
三
五
年
）
の
太
政
官
符
の

渡
し
舟
に
つ
い
て
の
記
載
で

、

「
下
総
国
太
日
河
」
と
あ
り
ま

す
。ま

た

、
「
更
級
日
記
」
に
も
太

日
川
と
松
里

（
松
戸
の
地
名
の

起
こ
り
と
も
い
か
れ
て
い
る
）

と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。

金町方面から見た松戸渡舟場(明治41年)

つ
く
ら
れ
た

江
戸
川

中

世
の

利

根

川
は

関

東

南

部

を
い

く
つ

に

も

分
か

れ

て

乱

流

し

、
そ
の
主

流
は

行
田
・
岩

槻
・
越

谷

・

草

加

な

ど

を

経

て

東

京

湾

へ

流
入

し
て

い

ま
し

た

。

江

戸
時

代

に

も
洪

水

の

度
に

流

れ

を

変
え

、
江

戸

の

町

に

も

大

き

な
被

害

を

も

た
ら

し
て

い

ま

し

た
。

天
正

十

八

年

二

五

九

〇

年
）

に

関

東
に

入

国
し

た
徳

川

家

康

は

、

新
田

の

開

発
と

治

水
の

た

め

、
利

根

川
の

流

れ
を

東
に

向

け

る

計
画

を
た
て

ま
し

た

。

下には物資を運

ぶ船が見え ます

明 治末期の海岸 線(現在の常磐 線)の江戸川 鉄橋。

事
業
を
担
当
し
た
関
東
郡
代

の
井
奈
忠
次
・
忠
治
・
忠
勝
の

三
代
に
わ
た
る
努
力
に
よ
り
、

利
根
川
は
銚
子
か
ら
太
平
洋
に

注
ぐ
現
在
の
流
れ
に
な
り
、
太

日
川

は
利
根
川
の
分
流
と
な
っ

た
の
で

す
。

そ
の

後
、
度
々
大
改
修
を
行

い
ま
し
た
が
、
「
江
戸
川
」
と
い

う
名
は
、
寛
永
十
七
年
（
一
六

四
〇

年
）
の
大
改
修
の
理
由
加

江
戸
へ
の
水
運
の

便
を
図
る
も

の
だ
っ
た
か
ら
と
の
説
や
、
江

戸
へ
の

水
運
が
盛
ん
に
な
り
、

「
江
戸
へ
行
く
川
」
が
江
戸
川
に

な
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

栄

え
た
船
運

江
戸
時
代
の

初
期
か
ら
、
仙

台
方
面
か
ら
の
米

な
ど
が
、
銚

子
で
い

っ
た
ん
川
船
に
積
み
か

え
ら

れ
、
関
宿
を
通
り
江
戸
川

昭和26年当時の樋野口の渡し。
もちろん今はあり ません

を
下
り
、
江
戸
へ
入
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
明
治
に
い
た
る
ま

で
こ
の
水
路
は
全
盛
を
続
け
、

年
貢
米
を
主
に

材
木
、
海
産
物
、

酒
、
し

ょ
う
油
、
大
豆
な
ど
の

生
活
物
資
を
江
戸
へ
送
り
ま
し

た
。江

戸
川
の
船
運
は
安
全
か
つ

低
運
賃
で
、
幕
府
の
財
政
を
支

え
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
、
戦
略
的
な
面
と

治

安
上
の

理

由
で

、

隅
田
川

を
除
き
、
河
川
に
は
橋
を
架
け

な
い
の
が
幕

府
の
政
策
で
し
た
。

そ
れ
に
よ
り
、
「
渡
し
」
は
住

民
の
道
と
し
て

増
え
続
け
、
江

戸
時
代
末
期
の
江
戸
川
に
は
三

十
七
ヵ
所
も
公
の
渡
し
か
お
り

葛飾橋の開通式 の様子(昭和２年)

ま
し
た
。

市
内
に
残
っ
て
い
る
「
矢
切

の

渡
し
」
は
、
そ
の
中
の
一
つ

江戸川沿いの伝兵衛新田(今の栄町)

の水田 風景(昭和36年)江戸川での稚アユの漁業風景(昭和初期)

で

、
江
戸
時
代
は
住
民
専
用
で

、

旅
人
が
乗
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

江戸川上空の航空写真(昭 和９年)。三郷方面から下
流を見たもので、上の街並 みが松戸の市街地です

中臺　 弘志さふ

(小山)

渡
し
の
発
達

そ
し
て
太
日
川
に

江戸川の

歴　　　　史

悠久のときを

超えて



大きく育て

田
辺
　
泰
子
さ
ん

尚

子

ち
ゃ
ん（
４
歳
）

気迫

家

が
近

い
の
で

、
河
原

に
は

子
ど

も

と
遊

び
に
よ

く
来

ま

す
。

子
ど

も
た

ち

も
、
の

び
の

び
と

気

持
ち
良

さ

そ
う
で

す

。

朝
の

景

色
な
ど

は

す
ば

ら
し
い

で

す
よ

。

６月３日(日)に江戸川 沿岸の住民 約10万人が参加して、江戸川クリ ー

ン作戦が行 われました。同時に河川敷で、若者に人気の上々颱風( シャ

ンシャンタ イフーン) と東京スカバラダイスオーケスト ラのコンサート

(ごみ減らしライブ)を開催し、ごみ減量を呼び掛けました

話になりました

毎 年恒例の松戸花火大会。昨年も８月18日(土)に、１万発の 花火が松戸の夜空と

江戸川を彩りました。会場周辺は過去最高の42万人の人出でにぎわいました

江戸川の魅力とふれあい、川との生活を 考えようと８月５日(日)に

「水と緑の祭典･フェスタ江戸川･夏色のハーモニー」が開催されました。

手作りいかだ下り やジェ ット スキー、カヌー教室など、盛り だくさ

んの催し 物を大勢の人 が楽しみまし た

手ごたえ

見つけた

中州にタヌキが

はつらつ

思い出
ウナギの稚魚放流

読
書
中
に
ひ
と
言

北
島
　
恵
子
さ
ん

天
気
が
良
く
、
暖
か
か
っ
た

の
で
土
手
で
本
を
読
も
う
と
思

っ
て
…
。
広
く
て
静
か
な
の
が

気
に
入
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
緑
も
多
く
、
鳥
な
ど

も
い
て
目
も
安
ら
ぎ
ま
す
。

昨年もお世

ありがとう

散
歩
に
来
て
い
た

己

尸
川
ク
リ
ー
ン
作
戦
・

ご
み
減
ら
し
ラ
イ
ブ

江戸川

松戸花火大会

水
と
緑
の
祭
典

フ
ェ
ス
タ
江
戸
川
・
夏
色
の
ハ
ー
モ
ー
ニ
ー

江戸川沿いの野草を観察し 、自 然と親しもう という

江戸川ハイキングが４月15日(日)に行われました(主

催：江戸川を守る 会松戸支部)。途中、自分たちでつん

だタンポポなどの天ぷら に舌鼓をう ちました

江戸川ハイキング



今
ま
で
、
水
に
は
別
に
興
味
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
は
、
蛇
口

を
ひ
ね
れ
ば
水
が
出
て

く
る
の

は
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
か
ら
…
。

油
が
流
れ
た
と
き
ど
う
す
る
の
か
聞
い
た
ら
、
必

要
に
応
じ
て
三
つ

あ
る
取
水
口

を
閉
め
る
ん
で
す
っ

て

。
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

ふ
だ
ん
僕
た
ち
が
飲
ん
で
い
る
水
ダ

江
戸
川
の

水
だ
と
い
う
こ

と
が
よ
く
分
か
り
、
と
て

も
有
意
義

で
し
た
。

い
つ
も
見
て
い
る
塔
（
配
水
塔
）
に
昇
れ
る
こ
と
が

で
き
て
楽
し
か
っ
た
で
ず
。

四
人
家
族
で
一
日
約
一
㌧
水
を
使
う
と
聞
い
て

び
っ

く
り
し
ま
し
た
。

川
の
水
を
取
っ
て
き
れ
い
に
す
る
ま
で
の
時
間
を

質
問
し
ま
し
た
が
、
四
～
五
時
間
も
か
か
る
と
聞
き
、

た
い
へ

ん
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

今
ま
で
何
気
な
く
飲
ん
で
い
た
水
を
き
れ
い
に
す

る
た
め
に
、
た
く
さ
ん
の
人
が
一
生
懸
命
に
働
い
て

い
る
ん
で
す
ね
。

今
日
は
水
道
局
の
人
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
自

分
か
ち
が
川
を
き
れ
い
に
し
な
く
て

は
と
思
い
ま
し

た
。

ヒド リガモ

案内 をしてくれた

浄水第２課長

たち

カ
ル
ガ
モ

きているんだね
矢切小の子どもたちが

送られてきた

水が浄水場に

着きます

《浄水場のしく み》

水を集めて

ろ過池へ送

ります

ろ過池

にごりの取れた水を、さら

にきれいにするため、砂や

砂利の層でこします。

すっかりきれいに

なった水をためて

おきます

現
在
市
内
の
水
道
は
、
江
戸
川
を
水
源
と
す
る
県

営
水
道
と
、
一
部
江
戸
川
の
水
と
地
下
水
を
水
源
と

す
る
市
営
水
道
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
元
年
度
の
県
営
水
道
の
市
内
の
給
水
人
口
は

三
十
二
万
四
千
八
十
五
人
と
、
市
民
の
七
割
以
上
は
、

江
戸
川
の
水
を
飲
ん
で
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

市
内
に
は
江
戸
川
の
浄
水
施
設
と
し
て
古
ヶ
崎
浄

水
場
と
栗
山
浄
水
場
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。

矢
切
小
学
校
の
六
年
生
四
人
が
、
栗
山
浄
水
場
を

訪
れ
、
川
の
水
が
飲
め
る
ま
で
を
見
学
し
ま
し
た
。

送水ポンプ
水を給水場

に送ります

水の圧力や量を調整

して家庭などに水を

送ります

浅井　 晶子さん

島根　拓郎くん

横内佐代子さん

木村　　 一くん

写真提供：熊谷　 章さん(金ヶ作)

(配水塔)ろ 過池と配水池を通って

大部分の水は、こ の配水塔から 給

水場へ行きますが、一部は、直接

家庭など へ給水し てい ます。江戸

川の水を取ってから給水場へ送る

まで約５時間かかり ます

江戸川の水で

(沈でん池)にごりを 薬品で固 めて取り 除

きます

見学の後､学校に戻り みんなで水を飲みました｡江戸

川 の水で生きていることを実感

(集水井)き れい になった水を見てみんな「びっくり」。

さら にき れいにする ため、ここからろ過池へ送ります

家
庭
か
ら
の
雑
排
水
が
、
川
を
汚
す
一
番
の
原
因

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

川
が
汚
れ
れ
ば
汚
れ
る
ほ
ど
、
き
れ
い
に
す
る
た

め
の
処
理
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
人
ひ
と
り
が
川

を
き
れ
い
に
す
る
こ
と
が
、
お

い
し
い
水
が
飲
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
い

ま
す
。

オアシスを求めて

江戸川にやってくる

ハシビロガモ

ハクセキレイ

オオヨシキリ

コサギ

江
戸
川
は
四
季
を
通
じ
て
、
た
く
さ

ん
の
種
類
の
鳥
が
や
っ
て
き
ま
す
。

冬
に
は
北
か
ら
カ
モ
の
群
れ
が
、
夏

に
は
オ
オ
ヨ
シ
キ
リ
や
コ
ア
ジ
サ
シ
が

群
れ
、
コ
サ
ギ
や
ヒ
ヨ
ド
リ
は
一
年
中

見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ち
よ
っ

と
注
意
し
て
見
れ
ば
、
珍
し

い
鳥
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

こ
の
コ

ー
ナ
ー
で
は
、
江
戸
川
周
辺

で
身
近
に
見
ら
れ
る
鳥
た
ち
を
紹
介
し

ま
す
。

(着水井)川の水 が最初に浄水 場に着く 所。消毒をし

ます

（
分
水
井
）
水
質
の
調
整
を
し
、
四
つ

あ

る
沈
で
ん
池
ヘ
バ
ラ
ン
ス
よ
く
水
を
配

分
し
ま
す
。

(取水塔)江戸川沿いに２基あり、取水口 は縦に３ヵ 所ずつ

あります

昭
和
の

初
め
は
。
こ
の
辺
り
は
伝
兵
衛
新
田
と
い

う
地
名
で

、
農
家
し
か
な
か
っ

た
ん
で
す
が
、
ど
の

家

も
舟
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

私
の
家
に

も
舟
が
二

そ
う
あ
っ
て
、
よ

く
父
と
農

閑
期
に
三
曰
く
ら
い
か
け
て
、
コ
イ
や
ウ
グ
イ
の
漁

を
し
ま
し
た
。

そ
の
こ

ろ
の
江
戸
川
の
水
は
、
井
戸
水
よ
り
お
い

し
く
て
、
壼
接
飲
ん
だ
り
ご
は
ん
を
炊
く
の
に
使
っ

た
り
し
て
い
た
ん
で

す
よ
。

今
と
違
っ
て
川
底
が
浅
く
、
難
所
も
多
か
っ
た
ん

で

す
が
、
川
の
流
れ
が
早
い
分
水
が
き
れ
い
だ
っ
た

ん
だ
と
思
い
ま
す
。

今
の
川
の
汚
れ
は
、
都
心
の
建
築
ブ
ー
ム
で
、
十

年
く
ら
い

前
ま
で
川

砂
が
ず
い
分
取
ら
れ
、
川
の
水

が
よ
ど
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
人
口

が
増
え
た

た
め
、
家
庭
か
ら
の
雑
排
水

も
大
き
な
原
因
で

す
。

松
戸
市
民
だ
け
で
な
く
、
江
戸
川
沿
い
に
生

き
る

す
べ
て
の
人
が
自
覚
を
も
っ
て
、
川

を
き
れ
い
に
し

て

ほ
し
い
で

す
ね
。

戸 張　 泰 一 さん

(栄町西)

水道の水ができるまで

生

ユリカモメ

鳥

園田　勉さん

栗山浄水場を見学

取水塔
水を取り入れ

ます

沈砂池

砂やドロを

沈めます

水を沈でん

池へ振り分

けます

薬品によって、

にごりをかため

て取り除きます

配水池

配水塔

江戸川を守る会

着水井 分水井 沈でん池

大量の水を家

庭や学校に送

ります

給水場

集水井



応
募
要
領

①昨年のノーベル平和賞の受賞者

②私の晩酌はいつもビールのＯＯ

ん１本

③私はいつも愛妻○○○○

④手のひらの形に似ていて、天狗

が持っている植物

⑤腹の○○がおさまらない

⑥行進曲で有名な中東の国

⑦子どもの教育にもなるオモチャ

⑧クリスマス○○が楽しみ

⑨神様にはうそは○○○○○よ

⑩和歌山県のある○○半島

⑪○○バヶツに水をくんでおいて

雑　学

ごみクイズ
問１.市内で１日に出されるごみ

の 量は ？

Ａ ．４００ｔ　　 Ｂ ．１,４００ ｔ

問 ２．松 戸 市の ご み処理 に かか る

１年 間の 経費 は ？

Ａ.49 億 円　 Ｂ.89 億 円

問 ３．ご み を焼 却す るの に 必要 な

１年 間の 費用 は ？

Ａ.11 億 円　 Ｂ.21 億 円

問 ４ ．ご み 処理 にか かるｌ ｔあ た

り の経 費は ？

Ａ.24,000 円　 Ｂ.34,000 円

問 ５ ．収 集 し た資源 ご みの年 間売

り払い 額 は ？

Ａ.5,000 万円　 Ｂ.8,000 万 円

問 ６ ．日本 の古 紙回 収率 は どれ く

らい？

Ａ ．３０％　 Ｂ ．５０％

問 ７ ． 松戸 市が 分別 収 集 を始 め た

のはいつ ？

Ａ ．昭 和53 年　 Ｂ ．昭 和59年

問 ８ ．ごみ を燃や す と， 元 の量 の

何 分 の１ にな るの でし ょ う ７

Ａ．５分の１　Ｂ．１０分の１

①小金牧で5番目と6番目に開拓さ

れたことに由来する市内の地名

⑫むずかしい漢字には○○をふっ

ておいたほうがいいよ

⑬衣類の○○○○

⑭時計は精密○○○

⑮アジアにある高原地帯

⑯太郎君、お母さんが○○○○よ

⑰彼は有能な○○ライターだ

⑱寒さに強いカラ○○犬

⑲出てこい出てこい池の○○

⑳表があれば○○もある

21照り焼きがおいしい魚

さあ、今度は雑学ごみクイズに挑戦です。

これには賞品はありませんが、ごみに関係す

るいろいろなことが分かります。

ぜひ、チャレンジしてくださいね。

問 ９ ．ご み 減ら し シン ボル ギャ ラ

ク ターの 名称 は ？

Ａ ． クリン クル ちゃん　 Ｂ ．ユ

メ ちゃん

問１０．ご み 減ら し キャンペ ー ン ソ

ングの曲名は？

Ａ ．ご み 減ら し音 頭　 Ｂ ．踊 る

ご み 減らし

問11.生ごみ処理器（コンポスト)

の 補助 金の 額は い くら ？

Ａ.1,000 円　 Ｂ.3,000 円

問１２．「ひ ま わり作 戦」 では 何 を

回収 す るの でし ょうか ？

Ａ ．缶　 Ｂ ．紙

問１３．昨年 ４ 月１ 日に 発 足し た課

の名 前は ７

Ａ ．す ぐや る課　 Ｂ ．ご み を減

らす課

問14　 ご みの 中で も，再 利 用 する

ため に集め る もの は ７

Ａ ．資源ご み　Ｂ ．有害ご み

問15. ご み焼却 炉が 日本で最 初 に

造ら れ た年 代 は ？

Ａ ．明 治30年　 Ｂ ．昭 和30 年

クロスワードごみパズル

問16. 流動式 、 スト ー カ式 とい う

のは 何の種 類 ？

Ａ ．ご み 焼却 炉　 Ｂ ．ご み収集

車

問17. 資 源ご み を 人手 を使っ て 分

け てい る市の施 設 は ？

Ａ ． クリーン セン ター　 Ｂ ．資

源リ サ イ クルセン タ ー

問18. 日 本のご み 処理 は 、焼却 と

埋め 立 てで は どちら が 多い か ？

Ａ ．焼却　 Ｂ．埋 め 立て

問１９．ご みを埋 め 立て た場 合に 、

土に 戻 らない ご みは ？

Ａ ．紙 類　 Ｂ ．プ ラ スチ ッ ク類

問20. フェ ニ ッ クス計 画 とは ？

Ａ ．リゾ ート 開 発　 Ｂ ．大規模

埋め 立 て処分 場建 設

問21. 一 般 廃棄 物 と産業 廃棄 物 、

事業所から多くでるのは？

Ａ ．一 般 廃棄 物　 Ｂ ．産業 廃棄

物

問22. 全国 で 出さ れるご み では 、

どちらが多いか？

Ａ ．一 般 廃棄 物　 Ｂ.産業 廃棄 物

クリンクルちゃんの絵が入ったコツプが

当たり ます

昨
年
中
は
、
ご
み
減
量
に
関
し
、
い
ろ
い
ろ

な
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
年
も
気
を
引
き
締
め
て
、
こ
の
大
き
な
問

題
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
ご
み
減
量
の

シ
ン
ボ

ル
キ
ヤ
ラ
ク
タ
ー
の
「
ク
リ
ン
ク
ル
ち
ゃ
ん
」

の
絵
が
入
っ
た
コ
ッ
プ
を
、
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
ご

み
パ
ズ
ル
の
正
解
者
の
中
か
ら
五
十
名
様
に
差

し
上
げ
ま
す
。

奮
っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

一

月

十
八

日
（
金

）
ま

で

に

、

ハ
ガ
キ
で
串
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
賞
…
正
解
者
の
中
か
ら
抽
選

で

、

ク

リ
ン

ク

ル
ち

ゃ

ん

の

絵
が
入
っ
た
コ
ッ
プ
（
二
個

入
り
）
を
五
十
名
様
に
差
し

上

げ
ま
す
。

※
正
解
は
広
報
二
月
五
日
号
で

発
表
し
ま
す
。

▽
詳
細
…
ご
み
を
減
ら
す
課

問23. 全国で廃棄物処理事業に従

事している人の数は ？

Ａ.22 万人　Ｂ.220 万人

問24. 現在あるごみ処理に関する

法律の名称は？

Ａ．汚物清掃法　Ｂ．廃棄物の

処理及び清掃に関する法律

問25. ごみを担当している国の機

関は？

Ａ．環境庁　Ｂ．厚生省

おめでとう

〔ヨ コの カギ 〕 〔 タテの カ ギ〕
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