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遊
び
は
子
ど
も
の
心
や
体
の
成
長
に
と
っ
て
、
と
て
も
大
切
で
す
。

小
さ
い
頃
か
ら
の
遊
び
を
通
し
て
、
子
ど
も
は
運
動
を
し
た
り
、
物
を

作
っ
た
り
し
て
感
覚
を
働
か
せ
、
想
像
力
を
高
め
ま
す
。

　

今
回
は
、
遊
び
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

自
然
の
中
で
遊
ば
せ
る

�　

自
然
の
中
で
遊
ぶ
と
、
屋
内
で
は
体
験
で
き
な
い
驚
き
や
感
動
に
出

会
い
、
豊
か
な
感
性
を
育
て
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
野
外
で
遊
ぶ
こ
と
を
勧
め

た
り
、
一
緒
に
外
で
遊
び
な
が
ら
自
然

に
触
れ
あ
う
こ
と
で
、
動
植
物
の
命
の

大
切
さ
な
ど
を
教
え
ま
し
ょ
う
。

の
び
の
び
遊
ば
せ
る�

　

親
は
、「
小
学
校
に
入
っ
た
ら
勉
強

が
第
一
、
遊
び
は
終
わ
り
」
と
い
う
思

い
込
み
を
し
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
親
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
の
遊

び
の
大
切
さ
を
理
解
し
て
、
子
ど
も
自
身
が
の
び
の
び
遊
ぶ
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
環
境
を
つ
く
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

年
齢
の
異
な
る
集
団
の
中
で
遊
ば
せ
る

　

年
下
の
子
は
、
ル
ー
ル
を
守

る
こ
と
や
我
慢
す
る
こ
と
の
大

切
さ
な
ど
を
身
に
付
け
、
年
上

の
子
は
、
思
い
や
り
の
心
や
集

団
を
ま
と
め
る
責
任
感
を
養
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
や
ス
ポ
ー
ツ
活
動
な
ど

は
、
集
団
の
中
で
子
ど
も
が
人
と
の
関
わ
り
合
い
を
学
ぶ
貴
重
な
機
会

で
す
。
子
ど
も
を
積
極
的
に
参
加
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

　

小
さ
い
頃
か
ら
、
親
や
友
達
と
一
緒
に
遊
ぶ
こ
と
は
、
子
ど
も
の
心

や
体
を
健
や
か
に
育
て
ま
す
。
親
は
、
子
ど
も
が
遊
ぶ
時
間
を
積
極
的

に
つ
く
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
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正
月
飾
り
が
取
れ
た
あ
る
日
、
ヒ
ロ
シ
さ

ん
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
ス
ズ
キ

さ
ん
か
ら
認
知
症
予
防
教
室
の
参
加
を
勧
め

ら
れ
ま
し
た
。「
自
分
は
認
知
症
で
は
な
い

け
れ
ど
…
」
と
思
い
ま
し
た
が
、
認
知
症
に

な
っ
た
ら
、
自
分
も
ヤ
ス
ヨ
さ
ん
も
大
変
だ

と
思
い
、
ヒ
ロ
シ
さ
ん
は
行
っ
て
み
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

　

当
日
、
会
場
に
は
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま

っ
て
い
ま
し
た
。
講
師
は
「
認
知
症
の
予
防

に
は
運
動
が
大
切
で
す
。
日
々
の
生
活
に
運

動
の
習
慣
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
、
認
知
症

予
防
に
つ
な
が
り
ま
す
」
と
説
明
し
、
簡
単

な
ス
ト
レ
ッ
チ

体
操
な
ど
を
教

え
て
く
れ
ま
し

た
。
ま
た
、「
運

動
だ
け
で
な

く
、
声
を
出
し

て
本
を
読
ん
だ

り
、
音
楽
を
聴

い
た
り
、
絵
を
描
い
た
り
す
る
の
も
認
知
症

予
防
に
効
果
的
で
す
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し

た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
仲
間
と
一
緒
に
楽
し

く
行
う
と
、
さ
ら
に
予
防
効
果
が
高
ま
る
そ

う
で
す
。「
そ
う
い
え
ば
最
近
運
動
す
る
こ

と
も
な
く
な
っ
た
な
」。
久
し
ぶ
り
に
自
分

の
体
に
向
き
合
っ
た
ヒ
ロ
シ
さ
ん
で
し
た
。

「
認
知
症
予
防
教
室
」
は
各
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
て
い
ま
す
。
内
容
な
ど

詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ごみ処理とぴっくす　　
容器を確認！　消火器の処分方法 資源循環推進課L239－6267

　冬は空気が乾燥している上、ストーブなど火気のある
暖房器具を使用する季節です。万一の火災に備え、自宅
で消火器を購入している家庭も多いのではないでしょう
か。不用になった消火器の処分方法は、容器の種類によ
り異なります。
　スプレー缶型の消火器は、他のスプレー缶と同様に、
缶に残っている薬剤を不用な紙や布などに吹き付けて中
身を使い切り、缶に穴を開けることで「びん・かん」の
日に出すことができます。スプレーを吹き付けた不用紙
や布などは「可燃ごみ」として出してください。

　公共施設で見るような赤い圧力
容器型の消火器は、市による収集・
処理を行っていません。このよう
な消火器の処分については、（一社）
日本消火器工業会が消火器を引き取ることができる販売
店（特定窓口）と協力して行っています。近くの特定窓口
については㈱消火器リサイクル推進センターのホームペ
ージまたは、資源循環推進課へお尋ねください。
＊処分には、消火器リサイクルシール代、運送・保管費
用が必要です。


