
パブリックコメントの実施結果について 

 

 

平成 26 年度に策定した小美玉市一般廃棄物処理基本計画に基づき、ごみの発生や

排出抑制、資源ごみの分別・資源化及び生活排水の適正処理等に取り組んできました。

今回の計画見直しでは、これまでの実施状況の検証とともに，新広域ごみ処理施設の

整備事業にあわせて所要の改定を行うものです。 

また，大規模災害等に備えて、環境省の「災害廃棄物対策指針」および平成 29年 2

月に策定された「茨城県災害廃棄物処理計画」と整合を図りながら，本市の災害廃棄

物の処理について適正かつ迅速に行うための必要事項等を整理した「小美玉市災害廃

棄物処理計画（案）」をとりまとめました。策定にあたり各案を公表いたします。 

 

 

■公表資料：一般廃棄物処理基本計画 改定（案），災害廃棄物処理基本計画（案） 

■周知方法：広報紙，市ウェブサイト 

■募集期間：令和元年 12月 20日（金）～令和 2年 1月 20日（月） 

■閲覧場所：小美玉市本庁舎，小川総合支所，玉里総合支所の玄関ロビー 

■提出方法：計画名，住所氏名，電話番号を明記し，以下の方法で提出下さい。 

        ①．郵送 ②．FAX ③．電子申請 

 ④．閲覧場所にある提案箱に投函 

■そ の 他：電話や口頭での意見は受け付けません。個別での回答はしません。 

       個人情報は他の目的には使用しません。 

       意見中，個人が特定できる情報は伏せた上で公表します。 

■担 当 課：環境課 廃棄物対策係（本庁舎２F） TEL48-1111（内線 1144） 

 

 

以上，実施の結果，意見の提出はありませんでした。 
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1．一般廃棄物処理基本計画の基本的事項 

 

1-1 計画策定の主旨 

市町村は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）第 6 条第 1 項」に基づき、同

法の目的である生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な処理を行うため、

一般廃棄物処理に関する計画を定めなければならないとされています。 

この「一般廃棄物処理基本計画」の策定にあたっては、一般廃棄物処理をめぐる今後の社会・経

済情勢、開発計画及び市民の要望等を踏まえた上で、ごみの分別排出・生活排水対策の適正化、収

集運搬の効率化、中間処理施設や最終処理施設のあり方等について検討し、本市における一般廃棄

物処理に係る長期的視点に立った基本方針を明確にすることとしています。 

そこで本市では、平成 26 年（2014 年）6 月に、平成 26 年度（2014 年度）から令和 10

年度（2028 年度）までを計画対象期間とする、小美玉市一般廃棄物処理基本計画を策定しました。 

このたび、計画策定から 5 年が経過し、中間目標年度に達したことに伴う定期見直しを行うとと

もに、令和 3 年（2021 年）4 月から供用開始が予定される新広域ごみ処理施設の供用開始にあ

わせた更新として、令和 3 年度（2021 年度）から令和 17 年度（2035 年度）までの「小美玉

市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）」を策定しました。 

 

1-2 適用範囲 

（1）計画対象区域 

本計画の対象区域は、本市内全域とします。 

 

（2）計画対象廃棄物 

本計画において対象とする廃棄物は、生活排水（し尿等）も含めた一般廃棄物です。 

 

図 計画対象廃棄物 

 

 

 

 

 

一般ごみ（可燃ごみ、不燃ごみなど）

廃

棄

物

産業廃棄物

一般廃棄物

ごみ

生活排水（し尿等）

家庭系ごみ

事業系ごみ

粗大ごみ

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた２０種類

特別管理産業廃棄物

※爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係わる被害を生ずるおそれがあるもの

特別管理一般廃棄物

※爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係わる被害を生ずるおそれがあるもの

※汚泥、廃油、廃プラスチック類、木くず、金属くす、ガラス陶磁器くず、
鉱さい、がれき類、 動物のふん尿、ばいじん など

【計画の対象】 
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（3）計画目標年次 

本計画の期間は、新たなごみ処理施設が供用開始される令和 3 年度（2021 年度）から令和 17

年度（2035 年度）までの 15年間とします。 

本計画は、概ね 5 年ごとに、または諸条件を大きく超える社会・経済情勢等の変化があった場合、

必要に応じ見直しを行うこととします。 

 

 

 

図 計画期間 

 

1-3 計画の位置づけ 

本計画は、廃棄物処理法第 6 条に基づき、本市の基本構想に即したものとして、計画的なごみ処

理及び生活排水処理の推進を図るための基本方針となるものであり、ごみの排出抑制、ごみ及び生

活排水の発生から最終処分に至るまでの、市民、事業者、行政の役割分担を明確にし、ごみ及び生

活排水の適正な処理を進めるために必要な基本的事項を定めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の位置付け 

 

1-4 計画の構成 

一般廃棄物処理基本計画は、「ごみ処理基本計画」と「生活排水処理基本計画」から構成されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の構成 

環境基本法 

循環型社会形成推進基本法 

 

廃棄物処理法 

第４次茨城県廃棄物処理計画 

一般廃棄物処理計画

ごみ処理基本計画

生活排水処理基本計画

ごみ処理実施計画

生活排水処理実施計画

一般廃棄物処理基本計画
（10～15年の長期計画）

一般廃棄物処理実施計画
（各年度計画）

小美玉市一般廃物処理基本計画 

計画初年度 
令和 3 年度 
（2021 年度） 

計画目標年次 
令和 17 年度 
（2035 年度） 
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1-5 廃棄物関連の動向 

（1）法体系 

循環型社会形成推進のための法体系を示します。 

 

 

図 循環型社会形成推進のための法体系 

出典）第四次循環型社会形成推進基本計画 
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（2）上位計画 

1) 循環型社会形成推進基本計画 

循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会形成推進基本法第 15条に基づき、循環型社会の形

成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために定められるものです。「第四次循環型社会形

成推進基本計画（平成 30 年（2018 年）6 月 19 日閣議決定）」では、第三次循環基本計画で掲

げた質にも着目した循環型社会の形成等に加え、経済的側面や社会的側面にも視野を広げました。

世界に目を向けた国際協調の取組を推進し、国内外における循環型社会の形成を推進する総合的な

施策を政府全体で一体的に実行していきます。また、循環型社会形成に関する取り組み指標として、

一般廃棄物の減量化に係る目標値も設定されています。 

 

表 一般廃棄物の減量化に係る目標値（循環型社会形成推進基本計画） 

 

 

2) 廃棄物処理法基本方針 

廃棄物処理法第 5 条の 2 第 1 項の規定に基づき「廃棄物の減量その他適正な処理に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針（廃棄物処理法基本方針）（平成 13 年（2001

年）環境省告示第 34 号）」が定められています。また、資源制約の顕在化や災害の頻発化・激甚

化など周辺状況の変化に対応するために、廃棄物処理法基本方針は平成 28 年（2016 年）1月に

変更されています。 

廃棄物処理法基本方針においては、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物となったものについては不適

正処理の防止その他の環境への負荷の低減に配慮しつつ、再使用、再生利用、熱回収の順にできる

限り循環的な利用を行い、排出抑制及び循環的利用を徹底した上で、なお適正な循環的利用が行わ

れないものについては、適正な処分を確保することを基本としています。また、一般廃棄物の減量

化の目標値も設定されています。 

 

表 一般廃棄物の減量化に係る目標値（廃棄物処理法基本方針） 
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3) 茨城県廃棄物処理計画 

茨城県では、持続可能な循環型社会の形成に向けて、各主体に求められる役割や県の施策等を明

確に示すために、「各主体が連携した循環型社会の形成」を基本理念に掲げ、「第 4 次茨城県廃棄物

処理計画（平成 28 年（2016 年）3 月）」を策定しています。また、一般廃棄物の排出量等の目

標値も設定されています。 

 

表 一般廃棄物の減量化に係る目標値（茨城県廃棄物処理計画） 

 

 

4) 小美玉市総合計画 

本市では、平成 20 年度（2008 年度）から平成 29 年度（2017 年度）を計画期間とする「小

美玉市総合計画」に引き続き、平成 30 年度（2018 年度）から 10 年間の展望を見据えた将来計

画である「小美玉市第 2 次総合計画」を策定し、“「ひと もの 地域」が輝き はばたく ダイヤ

モンドシティ ～見つける。みがく。光をあてる。～”を将来像として掲げています。この総合計

画基本構想では、循環型社会の形成に向けて、次のように記載されています。 

 

（循環型社会の形成） 

資源の消費を抑制した環境負荷の少ない循環型社会の形成を目指し、ごみの減量化を図 

   るとともに、資源のリサイクルと適正な処分を推進します。 

また、ごみの不法投棄を未然に防止するため、監視体制の強化や早期解決を図るととも 

に、不法投棄に対する啓発に努めます。 

 

また、一般廃棄物の排出量等の目標値も設定されています。 

 

表 一般廃棄物の減量化に係る目標値（小美玉市第 2次総合計画） 
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（3）近年の動き 

1) 海洋プラスチック 

プラスチックの資源循環に関する国際的な動向として、使い捨てプラスチック製品の有料化や製

造・販売・提供・使用の禁止、マイクロビーズを含む製品の規制などが行われています。近年では、

海洋中のマイクロプラスチック（サイズが 5mm 以下の微細なプラスチックごみ）が、生態系を含

めた海洋環境への影響を及ぼすことが懸念されています。海洋プラスチックによる海洋汚染は地球

規模で広がっており、国際会議において、重要かつ喫緊の課題として議論が行われるなど、国際動

向が活性化しています。 

我が国で行われたＧ20大阪サミット（令和元年（2019年）6月）においても、2050 年まで

に海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す共通の世界のビジ

ョン「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有されました。我が国では先立って、具体的な取

組として、「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン（令和元年（2019 年）5 月）」を策定し

ています。 

小美玉市では、エコ・ショップ認定制度の推進や農業用廃プラスチックの回収などプラスチック

ごみの排出抑制を支援する活動を行っています。 

 

 

図 マイクロプラスチック 

 

 

図 マイクロプラスチックの密度分布（モデルによる予測） 

 

出典）中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環戦略小委員会 

外務省ホームページ、海洋プラスチックごみ対策アクションプラン 
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2) 食品ロス 

我が国では、年間 2,759 万トンの食品廃棄物等が出されています。このうち、まだ食べられる

のに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は 643 万トンに上ります。（平成 28 年（2016 年）

推計値） 

「食品ロス」の削減に向けて、関係府省庁（消費者庁、農林水産省、文部科学省、経済産業省、

環境省など）の連携のもと、消費者が食品ロスに対する認識をより高めて消費行動を改善するよう

な働きかけを行っています。また、上位計画にも挙げた「第四次循環型社会形成推進基本計画」で

は、国連の「持続可能な開発計画（SDGs）」を踏まえ、2030 年度までに家庭からの食品ロスを

半減するとの目標が定められています。 

小美玉市では、食品廃棄物の発生抑制の取組として、生ごみ処理機等設置費補助金交付事業を実

施しています。 

 

 
図 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の 17 の目標 

出典）農林水産省ホームページ、消費者庁ホームページ 

食品ロスポータルサイト、小美玉市ホームページ 

 

3) 外国政府による廃棄物の輸入規制 

平成 29年（2017 年）末より、中華人民共和国において廃プラスチック等の輸入禁止措置が実

施されており、これを受けて近隣国でも同様の措置を行う動きが見られる等、従前輸出されていた

廃プラスチック等について、国外による処理が困難となりつつあります。これらの影響として、国

内で処理される廃プラスチック等の量が増大したことにより、国内の処理施設の処理能力が逼迫し、

国内において、廃プラスチック及び関連する廃棄物の処理に支障が生じています。 

 

 

図 廃プラスチック類の保管状況（自治体アンケート結果） 

出典）外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果 
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2．地域概況 

 

2-1 自然環境の特性 

（1）地理的、地形的特性 

本市は、東京都心から北東へ約 80km、茨城県のほぼ中央部に位置し、北へ 20km の距離に県

都水戸市、南西へ 20km の距離に筑波研究学園都市があります。地表は概ね関東ローム層に覆わ

れ、起伏も少なくほぼ平坦な地形となっています。また、南部は霞ヶ浦に接しています。 

面積は 144.74km2で、市の西部をＪＲ常磐線、国道 6 号、常磐自動車道が貫き、南部には国

道 355 号が通り、東部には茨城空港・航空自衛隊百里基地があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 本市の位置 
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（2）気候的特性 

本市の気候は、概ね温暖で過ごしやすい気象条件であり、最低平均気温は、1 月で 3.1 度、最高

平均気温は 8 月で 25.8 度となっています。また、降水量については、特に 10 月の雨が多く、5

月～7 月の梅雨の時期より多くなっています。 

 

 

図 月別平均気温と月別降水量の状況 

資料）気象庁 
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2-2 社会環境及び生活環境の特性 

（1）人口動態 

1) 人口の推移 

本市の人口は平成 12年（2000年）をピークに、年々減少傾向にあります。一方で、核家

族化や少子化の影響から世帯人員が低下しているため世帯数は増加傾向となっています。 

 

 

図 人口・世帯数の推移 

資料）小美玉市統計調査 

 

2) 年齢階級別人口 

65 歳以上の老年人口は、平成 27年（2015 年）現在まで一貫して増加している状況です。

昭和 50 年（1975 年）では 8.9%を占めていた老年人口は、人口がピークとなった平成 12

年（2000 年）では 16.9%となり、平成 27 年（2015 年）では 26.4%まで増加しており、

高齢社会（高齢化率 14%～21%未満）から超高齢社会（高齢化率 21%以上）の時代へと移

ってきています。 

 

 

図 年齢階級別人口の構成 

資料）総務省統計局国勢調査結果 
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（2）産業の動向 

本市における就業者は人口と同様に減少傾向となっていますが、就業者数割合を見ると、第 1 次

産業、第 2次産業が減少し、第 3次産業が増加しています。 

 

表 産業 3部門就労者数の推移 

 

 
図 産業 3部門就労者数の推移 

資料）総務省統計局国勢調査結果 

 

（3）土地利用状況 

本市の土地利用状況は、畑が 33.2%と割合が高く、次いで山林が 18.5%、田が 14.0%となっ

ています。 

表 土地利用状況（平成 29 年：2017 年） 

 

 

図 土地利用状況 

資料）茨城県行財政関係資料編 

昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

第一次産業 9,009 8,006 6,828 5,714 4,864 4,442 3,878 3,317 2,989

第二次産業 4,892 6,249 7,187 8,542 9,803 9,703 8,707 7,732 7,580

第三次産業 7,089 8,606 9,656 11,161 13,206 14,168 14,714 14,757 14,781

分類不能の産業 0 18 13 21 43 137 223 854 945

就業者合計 20,990 22,879 23,675 25,438 27,916 28,450 27,522 26,660 26,295

第一次産業 42.9% 35.0% 28.8% 22.5% 17.4% 15.6% 14.1% 12.4% 11.4%

第二次産業 23.3% 27.3% 30.4% 33.6% 35.1% 34.1% 31.6% 29.0% 28.8%

第三次産業 33.8% 37.6% 40.8% 43.9% 47.3% 49.8% 53.5% 55.4% 56.2%

分類不能の産業 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.5% 0.8% 3.2% 3.6%

構成割合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

区分

区分 田 畑 宅地 山林 原野 雑種地 その他 計

面積（ha） 2,020 4,810 1,759 2,683 103 1,043 2,057 14,474

構成比（%） 14.0% 33.2% 12.2% 18.5% 0.7% 7.2% 14.2% 100.0%

*平成29年1月1日
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3．ごみ処理基本計画 

 

3-1 ごみ処理の現況と課題 

（1）ごみ処理フロー 

本市のごみ処理は、小川・玉里地区と美野里地区に分かれており、処理施設、分別方法、回収方

法が異なっています。 

令和 3 年度（2021 年度）から新たなごみ処理施設が供用開始されることに伴い統一を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 周辺ごみ処理施設の状況 

 

 

 

 

環境センター クリーンセンター 環境クリーンセンター 
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令和 2年度（2020 年度）まで 

1) 小川・玉里地区 

小川・玉里地区において分別排出されたごみは、霞台厚生施設組合環境センターに搬入され、焼

却処理、破砕選別、梱包等の中間処理を行います。中間処理により回収した金属類は、民間の業者

による資源化を行っています。また、破砕選別後に発生する可燃残渣、不燃残渣は、焼却処理され

ています。焼却処理後に発生する焼却残渣は、民間の業者により溶融処理され、資源化を行ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 小川・玉里地区のごみ処理フロー 

分別排出 中間処理 最終処分 

ペットボトル 

粗大ごみ（不燃性） 

空缶・金属 

 

焼却処理 

 

 

 

 

 

 

保管・選別 

圧縮・梱包 

 

 

破砕 

機械 

選別 

手選別 

焼却残渣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源化・ 

溶融処理 

（民間委託） 

不燃残渣 

 

可燃残渣 

 

アルミ 

 

スチール 

 

使用済み乾電池 

 

※可燃残渣、不燃残渣は、焼却処理されます。 

 

 

※ 

 

※ 

 燃えるごみ 

粗大ごみ（可燃性） 

新聞紙 

ダンボール 

雑誌・広告・チラシ 

電球・蛍光管 

無色びん 

茶色びん 

その他のびん 

陶器類 
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2) 美野里地区 

美野里地区において分別排出されたごみは、茨城美野里環境組合クリーンセンターに搬入され、

焼却処理、破砕機械選別、圧縮・梱包等の中間処理を行っています。中間処理によって分別し、回

収された金属類は、民間の業者に売却し、資源化を行っています。焼却処理後に発生する焼却残渣、

中間処理が困難な処理不適物及び破砕機械選別後に発生する不燃残渣は、民間の最終処分場で埋立

処分されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 美野里地区のごみ処理フロー 

 

分別排出 中間処理 最終処分 

燃えるごみ 

粗大ごみ 

カン・金属類 

無色ビン 

茶色ビン 

その他ビン 

ペットボトル 

ガラス・ 

陶磁器類 

新聞 

雑誌（チラシ） 

ごみ焼却処理 最終処分場 

（民間委託） 

焼却残渣 

 処理不適物 

不燃残渣 

 

小型家電 

鉄くず 

アルミ 

 

保管・選別 

圧縮・梱包 

破砕機械選別 

アルミ選別 

手選別 

資源化 

（民間委託） 

ダンボール 
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令和 3年度（2021 年度）から 

市内から分別排出されたごみは、新ごみ処理施設等に搬入し、焼却処理、破砕選別、梱包等の中

間処理を行います。中間処理により回収した金属類は、民間の業者による資源化を行います。また、

破砕選別後に発生する可燃残渣、不燃残渣は、焼却処理します。なお、焼却処理後に発生する残渣

については、民間業者による溶融処理を活用し、資源化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ※既存施設の活用や直接資源化を考慮します。 

図 ごみ処理フロー 

分別排出 中間処理 最終処分 

ペットボトル 

粗大ごみ（不燃性） 

空缶・金属 

 

焼却処理 

 

 

 

 

 

 

保管・選別 

 

圧縮・梱包 

 

破砕 

機械 

選別 

手選別 

焼却残渣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源化・溶融処

理含む 

（民間委託） 

不燃残渣 

 

可燃残渣 

 

アルミ 

 

スチール 

 

使用済み乾電池 

 

※可燃残渣、不燃残渣は、焼却処理されます。 

 

 

※ 

 

※ 

 燃やすごみ 

粗大ごみ（可燃性） 

新聞紙・チラシ 

ダンボール 

雑誌・広告 

電球・蛍光管 

無色びん 

茶色びん 

その他のびん 

陶 器 類 

その他 

古布・紙ﾊﾟｯｸ 
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（2）ごみ処理体制 

本市における民間業者への委託によるごみの収集・運搬の状況を示します。 

 

令和 2年度（2020 年度）まで 

表 市の委託による収集運搬方法 

 

 

 

令和 3年度（2021 年度）から 

表 市の委託による収集運搬方法 

 

 

区域 種類 収集方法 収集回数
燃えるごみ ステーション収集 週2回
カン・金属類 ステーション収集 月2回
ガラスびん ステーション収集 各色月1回
古紙類 ステーション収集 月2回
ペットボトル ステーション収集 月2回
ガラアス・陶磁器類 ステーション収集 月1回
蛍光灯・電球 ステーション収集 月1回
粗大ごみ 戸別収集 月1回
特定家庭用機器 戸別収集 月1回
燃えるごみ ステーション収集 週2回
カン・金属類 ステーション収集 月3回
ガラスびん ステーション収集 隔月1回
古紙類 ステーション収集 月2回
ペットボトル ステーション収集 月2回
ガラス・陶磁器類 ステーション収集 隔月1回
粗大ごみ（小型金属のもの） ステーション収集 月3回

小川・玉里地区

美野里地区

表 収集運搬の状況

区域 種類 収集方法 収集回数 備考
燃やすごみ ステーション収集 週2回
カン・金属類 ステーション収集 月2回
ガラスビン ステーション収集 各色月1回
古紙類 ステーション収集 月2回
ペットボトル ステーション収集 月2回
ガラス陶磁器類 ステーション収集 月1回
蛍光灯・電球 ステーション収集 月1回 統一
粗大ごみ 戸別回収 月1回 統一
特定家庭用機器 戸別回収 月1回 統一
古　布 ステーション収集 隔月1回 新規試行
紙パック ステーション収集 隔月1回 新規試行

全　域
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（3）ごみ処理施設 

本市におけるごみ処理施設の概要を示します。既存施設の老朽化に伴い、令和 3 年度（2021

年度）から新ごみ処理施設を供用開始します。 

 

 既存ごみ処理施設 

1) 小川・玉里地区 

①ごみ焼却処理施設 

施設の名称 霞台厚生施設組合 環境センター 

所在地 小美玉市高崎 1824 番地 2 竣工年月 平成 6年（1994 年）3 月 

形式 准連続焼却式（ストーカ式焼却施設） 

能力 126t／16 時間（63t×16 時間×2基） 

※ただし、ダイオキシン類削減対策の一環として 1炉 24時間運転を実施 

 

②不燃物処理施設 

施設の名称 霞台厚生施設組合環境センター破砕施設 

所在地 小美玉市高崎 1824 番地 2 竣工年月 平成 7年（1995 年）3 月 

形式 横型回転破砕式及び機械選別 

能力 30t／5 時間 

 

③保管施設 

施設の名称 霞台厚生施設組合ストックヤード 

所在地 小美玉市高崎 1824 番地 352 竣工年月 平成 9年（1997 年）3 月 

面積 1,950 ㎡ 

 

2) 美野里地区 

①ごみ焼却処理施設 

施設の名称 茨城美野里環境組合クリーンセンター 

所在地 小美玉市堅倉 1725 番地 2 竣工年月 昭和 61年（1986 年）3 月 

形式 准連続焼却式（ストーカ式焼却施設） 

能力 105t／24 時間（52.5t×24 時間×2 基） 

 

②不燃物処理施設 

施設の名称 茨城美野里環境組合粗大ごみ処理施設 

所在地 小美玉市堅倉 1725 番地 2 竣工年月 昭和 61年（1986 年）3 月 

形式 竪型衝撃剪断方式 

能力 30t／5 時間 

 

③保管施設 

施設の名称 茨城美野里環境組合ストックヤード 

所在地 小美玉市堅倉 1725 番地 2 竣工年月 平成 10年（1998 年）2 月
（増設 平成 12年（2000年）3 月） 

面積 972.65 ㎡ 

 

   ※令和 3 年度（2021 年度）の新ごみ処理施設の供用開始以降は、施設解体や中間置場等の適

切な跡地活用を図ります。 
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 新ごみ処理施設 

市全域  

①ごみ焼却施設 

施設の名称 （仮称）霞台厚生施設組合 ごみ焼却施設 

所在地 小美玉市高崎 1824 番地 竣工年月 令和 3年（2021 年）3 月 

形式 全連続焼却式（ストーカ式焼却施設） 

能力 215t／24 時間（107．5t×24 時間×2 基） 

 

②リサイクルセンター（不燃物処理施設） 

施設の名称 （仮称）霞台厚生施設組合 不燃物処理施設 

所在地 小美玉市高崎 1824 番地 竣工年月 令和 3年（2021 年）3 月 

形式 堅型高速回転破砕式及び機械選別 

能力 破砕施設 20t／5 時間 

選別施設 2t／5 時間 

 

③リサイクルセンター（保管施設） 

施設の名称 （仮称）霞台厚生施設組合 ストックヤード 

所在地 小美玉市高崎 1824 番地 竣工年月 令和 3年（2021 年）3 月 

面積 2,475 ㎡ 
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3-2 ごみ処理の実績 

環境省廃棄物処理技術情報の一般廃棄物処理実態調査結果より、平成 29 年度（2017 年度）ま

での過去 5 年間の小美玉市のごみ処理実績を整理します。ただし、平成 26 年度（2014 年度）

と平成 28年度（2016 年度）においては、集計方法が他年度と異なる項目があるため、小美玉市

で実施されたごみに関する調査結果による補正を行っています。 

 

（1）ごみ排出量 

本市におけるごみ排出量の推移は、近年、若干の増加傾向にあります。一方で、県全体や全国と

比べて低い状況です。 

 

図 ごみ排出量の推移 

資料）一般廃棄物処理実態調査結果 

注：集計方法が他年度と異なる項目があるため、小美玉市で実施されたごみに関する調査結果による補正を行っています 

 

 

 

図 家庭系、事業系ごみ排出量の推移 

資料）一般廃棄物処理実態調査結果 

注：集計方法が他年度と異なる項目があるため、小美玉市で実施されたごみに関する調査結果による補正を行っています 
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（2）家庭系ごみ排出量 

本市における家庭系ごみ排出量は、近年ほぼ横ばいに推移しています。一方で、人口は減少して

いるため、一人当たりのごみ量は増加傾向にあります。 

 

 

図 家庭系ごみ排出量の推移 

資料）一般廃棄物処理実態調査結果 

注：集計方法が他年度と異なる項目があるため、小美玉市で実施されたごみに関する調査結果による補正を行っています 

 

（3）事業系ごみ排出量 

本市における事業系ごみ排出量は、近年増加傾向にあります。これは、平成 25年度（2013年

度）から事業系資源ごみの集計方法が変更されたことが主因となっています。 

 

 

図 事業系ごみ排出量の推移 

資料）一般廃棄物処理実態調査結果 

注：集計方法が他年度と異なる項目があるため、小美玉市で実施されたごみに関する調査結果による補正を行っています 
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（4）1 人 1 日当たりのごみ排出量 

本市における 1 人 1 日当たりごみ排出量は、近年増加傾向にあります。一方で、県全体や全国

と比べて低い状況です。 

 

 

図 1 人 1 日当たりのごみ排出量の推移 

資料）一般廃棄物処理実態調査結果 

注：集計方法が他年度と異なる項目があるため、小美玉市で実施されたごみに関する調査結果による補正を行っています 

 

（5）ごみの組成 

小川・玉里地区の環境センター及び美野里地区のクリーンセンターに搬入された可燃ごみの組成

割合は、紙布類の割合が高くなっています。 

 

表 可燃ごみ質分析結果（環境センター） 

 
 

表 可燃ごみ質分析結果（クリーンセンター） 

 
資料）一般廃棄物処理実態調査結果 
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単位 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
回 4 4 4 4 4

紙・布類 57.0 45.5 48.5 51.4 52.6
ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類 21.1 20.5 25.1 25.9 28.0
木・竹・わら類 7.2 14.7 11.2 8.6 6.0
厨芥類（生ごみ） 8.3 12.7 10.3 10.3 9.2
不燃物質 2.1 2.2 1.3 0.1 1.1
その他 4.3 4.4 3.6 3.7 3.1
水分 42.8 50.9 49.0 47.4 48.1
灰分 5.6 6.3 4.7 3.6 4.2
可燃分 51.6 42.8 46.3 49.0 47.7

単位体積重量 kg／m3 116 147 141 136 137
低位発熱量（計算値） kJ／kg 8,660 6,785 7,518 8,065 7,800

区分

ごみの種類組成 ％

ごみの３成分組成 ％

測定回数

単位 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
回 4 4 4 4 4

紙・布類 40.8 52.4 56.3 42.5 55.7
ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類 21.1 18.7 21.5 36.2 21.0
木・竹・わら類 23.4 10.6 12.4 8.0 10.2
厨芥類（生ごみ） 11.9 11.0 5.8 12.0 9.8
不燃物質 0.7 3.4 0.3 0.1 0.5
その他 2.1 3.9 3.7 1.2 2.8
水分 51.1 45.1 37.2 48.0 44.0
灰分 4.2 7.2 5.7 4.2 5.6
可燃分 44.7 47.7 57.1 47.8 50.4

単位体積重量 kg／m3 214 281 206 197 249
低位発熱量（計算値） kJ／kg 7,138 7,845 9,805 7,788 8,385

ごみの３成分組成 ％

％

測定回数
区分

ごみの種類組成
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（6）焼却処理量 

本市における焼却処理量は、近年増加傾向にあります。 

 

 

図 焼却処理量の推移 

資料）一般廃棄物処理実態調査結果 

注：集計方法が他年度と異なる項目があるため、小美玉市で実施されたごみに関する調査結果による補正を行っています 
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（7）資源化量 

1) 資源化量の推移 

本市における資源化量は、近年の直接資源化量の増加によって、全体では増加傾向にあります。 

 

 

図 資源化量の推移 

資料）一般廃棄物処理実態調査結果 

注：集計方法が他年度と異なる項目があるため、小美玉市で実施されたごみに関する調査結果による補正を行っています 

 

2) 資源化率の推移 

本市における資源化率は 22.0%（H29：2007）となっており、県全体と同様に増加傾向にあ

り、全国よりも高くなっています。 

 

 

図 資源化率の推移 

資料）一般廃棄物処理実態調査結果 

注：集計方法が他年度と異なる項目があるため、小美玉市で実施されたごみに関する調査結果による補正を行っています 
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（8）最終処分量 

本市における最終処理量は、近年 700t～1,000tの範囲で推移しており、平成 29 年度（2017

年度）は 1,023tとなっています。 

 

 

図 最終処理量の推移 

資料）一般廃棄物処理実態調査結果 

 

（9）ごみ処理経費 

本市におけるごみ処理経費（建設費を除く）は、近年増加傾向にあります。毎年 3 億から 4 億

円の経費を要しています。 

 

 

図 ごみ処理経費の推移 

資料）一般廃棄物処理実態調査結果 
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3-3 課題の抽出 

本市におけるごみ処理に関する課題を示します。 

 

（1）排出段階の課題 

本市の 1 人 1 日あたりのごみ排出量は、微増傾向で推移しており、更なるごみの減量化を図る

ためには、ごみの分別の徹底を図り、資源化量を増やしていくことが必要です。 

平成 25 年度（2013 年度）に実施した市民アンケート調査結果（以下，「アンケート結果」と

いう。）から、約 84%がごみ問題へ関心があると回答しており、ごみ減量化に向けた取組を推進し

ていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ごみ問題への関心度（市民アンケート調査結果） 

 

（2）中間処理の課題 

本市においては、ごみ処理における一部ごみの有料化、ペットボトルや古紙などのリサイクルが

進められています。 

令和 3 年度（2021 年度）から新ごみ処理施設が供用開始され、安定的な中間処理の拠点施設

が確保されることを契機として、ごみ処理量の抑制とごみ質の安定化を図り、持続的なごみ処理体

制を確保していく必要があります。 
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（3）資源化の課題 

本市における資源化率は、22.0%（H29：2017）となっており、これは、県全体や全国平均

と比較しても、同程度の水準です。引き続き、排出段階における資源化を推進していく必要があり

ます。 

本市では、各地域において集団資源回収活動が実践されており、活動回数、資源回収量ともに一

定の数量を確保しています。また、市民アンケート調査結果から、約 86%がごみの減量やリサイ

クルにもう少し努力できると回答していることから、更なる資源化に期待が持てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 各地域における資源リサイクル活動回数（年間） 

資料）小美玉市環境課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 各年度における資源リサイクル活動の回収量（小美玉市合計） 

資料）小美玉市環境課 
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図 ごみの減量やリサイクルの更なる努力（市民アンケート調査結果） 

 

（4）最終処分の課題 

本市には、一般廃棄物最終処分場がないため、焼却残渣や不燃残渣は民間の最終処分場へ委託処

分または民間処理施設において溶融処理され資源化されています。 

そのため、排出段階におけるごみの減量化を図り、最終処分量を減量させる必要があります。ま

た、今後、適切な最終処分先の検討を進めていく必要があります。 
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3-4 基本理念及び基本方針 

 

（1）基本理念 

本計画の基本理念は、上位計画である総合計画の将来像“「ひと もの 地域」が輝き はばた

く ダイヤモンドシティ ～見つける。みがく。光をあてる。～”を踏まえ、次のように定めます。 

 

 

「ひと もの 地域」が輝き はばたく ダイヤモンドシティ 

～環境負荷の少ない循環型都市 おみたま～ 
 

 

（2）基本方針 

基本理念に基づき、取組の柱となる基本方針は下記の通りです。 

 

基本方針 1．市民、事業者、行政の連携によるごみの減量化・資源化の推進 

市民、事業者、行政の 3 者がともに連携を図りながら、更なるごみの分別や地域による集団回

収の活性化により減量化と資源化を目指します。 

 

 

基本方針 2．環境負荷の少ないごみ処理システムの構築 

新ごみ処理施設の更新事業を踏まえ、周辺市町と協力しながら、環境負荷の少ない新たなごみ

処理システムの構築を目指します。 

 

 

※近年では、ごみの発生そのものを抑制する（ごみとなるものを持ち込まない）考え方から、

3Ｒにさらに、リフューズ（Refuse=ごみになるものを断る）を加えた「4R」、リペア（Repair=

修理して使う）を加えた「5R」を推進する取り組みも行われています。 

 



 －29－ 

（3）目標値の設定 

基本理念及び基本方針を受け、ごみの減量化や資源化に係る目標値を次のように定めます。なお、

基準年度は平成 29 年度（2017 年度）、新処理施設が供用開始となる令和 3 年度（2021 年度）

を改定計画の初年度、ここから 15年後の令和 17 年度（2035 年度）を計画目標として設定しま

す。 

 

【1 人 1 日あたりのごみ排出量】 

 現況（Ｈ29：2017） 目標（R17：2035） 

家庭系ごみ 605g 
440g 

（約 27％減）※1 

事業系ごみ 230g 
230g 

（現状維持）※2 

合計 835g 
670g 

（約 20％減）※3 

 

【資源化率】 

 現況（Ｈ29：2017） 目標（R17：2035） 

家庭系ごみ 22.0% 
27.0% ※4 

（5 ポイント増） 

 

 

参考：目標値設定の考え方 

※1：第四次循環型社会形成推進基本計画における 1 人 1日当たりの家庭系ごみ排出量の目標値

440g（Ｈ37：2025）を参考として、約 27%減としました。 

※2：1 人 1 日当たりの事業系ごみ排出量は現状維持を目標としました。 

※3：1 人 1 日当たりのごみ排出量の目標値は、小美玉市第 2 次総合計画における 1 人 1 日当

たりのごみ排出量の目標値 731g（Ｈ34：2022）を下回ります。 

※4：廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための

基本的な方針、第 4 次茨城県廃棄物処理計画における再生利用率の目標約 27.0%（Ｈ32：

2020）を参考としました。 

 

参考：1人 1 日あたりの排出量の考え方 

循環型社会形成推進基本計画の考え方を基に、家庭系ごみと事業系ごみの排出量から資源ごみ

及び集団回収量を除いた一般廃棄物の排出量から算出しました。 
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3-5 ごみの排出量及び処理量の見込み 

（1）人口 

本計画に用いる本市の将来人口は、日本の地域別将来推計人口（平成 30 年（2018 年）3 月推計）

を参考に、推計を行いました。本市の人口は減少傾向にあり、平成 29年度（2017年度）に 51,822

人だった人口が、計画目標年度の令和 17 年度（2035 年度）には 43,610 人になると予測されま

す。 

 

 現況（Ｈ29：2017） 目標（R17：2035） 

人口 51,822 人 43,610 人 

 

 

参考：将来人口の予測の考え方 

小美玉市の実績値（住民基本台帳）に対して、国立社会保障・人口問題研究所の「将来推計人口

（平成 30年（2018 年）3 月推計）」における小美玉市の人口増減率を乗じて算出しました。 
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（2）ごみ排出量 

ごみ排出量の予測は、家庭系ごみ及び事業系ごみについてそれぞれ将来予測値を算出し、全体の

ごみ排出量を算出しました。 

 

【1 人 1 日あたり家庭系ごみ排出量の予測値と目標値】 

 現況（Ｈ29：2017） 目標（R17：2035） 

予測値 

605g 

481g 

（約 20％減） 

目標値 
440g 

（約 27%減） 

 

【1 人 1 日あたり事業系ごみ排出量の予測値と目標値】 

 現況（Ｈ29：2017） 目標（R17：2035） 

予測値 

230g 

188g 

（約 18%減） 

目標値 
230g 

（現状維持） 

注：Ｈ25（2013）～Ｈ29（2017）の平均値は約 188g 

 

【1 人 1 日あたりごみ排出量の予測値と目標値】 

 現況（Ｈ29：2017） 目標（R17：2035） 

予測値 

835g 

669g 

（約 20%減） 

目標値 
670g 

（約 20%減） 

 

参考：ごみ排出量予測の考え方 

○家庭系ごみ排出量 

1 人 1 日あたりの排出量について、過去のデータ（平成 25 年度（2013 年度）から平成 29

年度（2017 年度）までの 5 年間）の近似式を用いて予測しました。種別は平成 29 年度（2017

年度）の構成割合を使用しました。可燃ごみについては、施策による排出量抑制を考慮していま

す。 

○事業系ごみ排出量 

1 人 1 日あたりの排出量が平成 25 年度（2013 年度）から平成 29 年度（2017 年度）ま

での 5 カ年の平均で推移すると仮定して予測しました。小美玉市の事業系ごみの 1 人 1 日あた

りの排出量は全国より低く、過去の傾向から見ても、近年のまま推移していくと考えられます。

種別は平成 29 年度（2017 年度）の構成割合を使用しました。 

 

参考：1人 1 日あたりの排出量の考え方 

循環型社会形成推進基本計画の考え方を基に、家庭系ごみと事業系ごみの排出量から資源ごみ

及び集団回収量を除いた一般廃棄物の排出量から算出しました。 
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3-6 発生抑制・資源化計画 

（1）市 

1) 分別収集体制の整備 

○分別収集の徹底 

分別のルールを記載した家庭ごみ収集カレンダーの

配布、事業者への働きかけなどを通じて、可燃ごみ・

資源ごみ等分別収集の徹底を図ります。 

分別収集について、ごみの減量及び資源化に資する

新たな品目を検討します。（例：古布、紙パック、草木

等） 

 

 

 

 

 

 

 

図 家庭ごみ収集カレンダー（小川地区） 

○集団及び拠点回収の促進 

集団回収により資源物回収を増やしていくため、集団資源ごみ回収活動における活動費の助成

などの支援を行います。また、公共施設や小売店等における拠点回収を推進します。 

 

図 小美玉市における集団資源ごみ回収活動への支援実績 

資料）小美玉市環境課 

○野外焼却（野焼き）の禁止の周知 

野外焼却は、煙、すす、悪臭等により付近の住民に迷惑をかけるばかりでなく、ダイオキシン

類などの有害物質を発生させ、人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因とも

なります。また、古紙類やプラスチック等を野外焼却することで、資源ごみの回収率の低下に繋

がっていることが推察されます。市は消防署等の関係機関と連携した野外焼却行為者への啓発な

ど、野外焼却の防止対策を継続していきます。 
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2) リサイクルの促進等 

○資源化施設の効率化 

分別収集された資源ごみのリサイクルを促進させていくため、資源化施設のさらなる効率化を

図っていきます。 

 

○再生品の普及・使用拡大 

環境にやさしい商品の販売やごみの減量化、リサイクル活動に

積極的に取り組む小売店舗を「エコ・ショップ」として認定して

います。今後も、「エコ・ショップ」の認定などを通じて、再生資

源を利用した製品の利用を周知するなど、再生品の普及・使用拡

大を図っていきます。 

図 エコショップマーク 

3) 住民意識の啓発 

○住民意識の啓発 

市では、市民の皆さんに「もの（物や

者）を大切にするこころ」を持っていた

だ く た め に 、「 も っ た い な い

（MOTTAINAI）」という世界共通の言

葉をもとに「もったいないおみたま運動」

に取り組んでいます。 

昨今、海洋プラごみや食品ロスなど、

廃棄物を出さない取組みが求められてお

り、ごみ減量化に対する住民意識の徹底

を図るため、普及・啓発のための情報の

提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 もったいないおみたま運動 

○生ごみの堆肥化の推進 

市では、ごみの減量化や生活環境の保全を目的に、生ごみ処理機等の設置にご協力いただける

方へ、その購入費用の一部を補助しています。今後も、生ごみの自家処理を推進するため生ごみ

処理器（コンポスト）等の補助により堆肥化利用を促進します。 
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4) 小型家電の回収 

○小型家電の回収 

小型家電リサイクル法（平成 25（2013 年）年 4 月 1 日施行）に基づき、小型家電製品に含

まれる有用金属（金、銅等）のリサイクルに取り組みます。現在小型家電は、各処理施設におい

て施設内で選別を行い回収していますが、今後、家庭から排出される小型家電を回収するため、

公共施設やスーパー等への回収ボックスの設置を検討します。また、回収イベントを通じた適正

排出の機会を確保します。 

 

（2）住民 

1) ごみ排出量の削減 

○ごみ排出量の削減 

市民は、ごみの排出量を可能な限り減らすように工夫します。プラごみや食品ロスなどへの課

題意識を持ちながら主体的な行動を実践します。 

 

○過剰包装商品の購入自粛 

燃えるごみの中には紙袋、包装紙、プラスチック製の袋（レジ袋）、包装用シートなどの包装

廃棄物が含まれています。市民は、マイバックの使用や過剰包装を断ることなどにより過剰包装

商品の購入を自粛します。 

 

○生ごみの堆肥化 

市民は可燃ごみの減量化を図るため、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機等を活用し、生ごみの

自家処理による堆肥化に努め、畑や家庭菜園等での利用を図ります。 

 

2) 適性排出の実施 

○資源ごみ分別収集の活用・資源化の推進 

市民は、市の定めるごみの分別収集を厳守し、資源回収やごみの適性処理に協力します。また、

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）や小型家電リサイクル法に規定する商品の適性

排出を行います。 

 

3) 環境に配慮した消費活動の推進 

○再生品の使用促進 

市民は、使い捨て商品の購入を抑制し、リサイクルしやすい商品を選択するとともに、再生品

の積極的使用により廃棄物の再生利用を図ります。 
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（3）事業者 

1) ごみ排出量の抑制 

○ごみ排出量の抑制 

事業者はごみ排出量の抑制を図るため、包装の簡素化、リターナブル容器使用商品の増加、事

務用紙、コピー用紙等再生品の使用拡大を図ります。 

 

2) 適性排出の実施 

○適正排出の実施 

製品の製造にあたっては、適性処理が困難とならないよう事前の評価を行い、リサイクルしや

すい製品づくりを進めるとともに、再生資源の利用を拡大します。また、事業活動に伴って生じ

た廃棄物は、自らの責任において適正に処理します。 

 

3) 環境に配慮した事業活動の推進 

○再生品の使用拡大 

事業者は使い捨て商品、容器の製造、販売を自粛するとともに、リターナブル容器の使用、製

品の製造を拡大します。また、広告チラシの量について削減を図ります。 

 

 

3-7 収集・運搬計画 

（1）分別の徹底 

市は、市民に対して、ごみ出しのルールに従って分別が徹底できるよう周知します。特に、「燃

えるごみ」の中には新聞、雑誌等の資源物となる古紙類が含まれているため、古紙類の分別が図

られるよう周知していきます。また、分別区分に従い、適正に資源化または処理が図れるよう、

収集・運搬します。 

 

（2）収集運搬体制の効率化 

新ごみ処理施設の供用開始にあわせて、収集の効率化を踏まえながら市全域での安定した収

集・運搬体制を確保します。 

 

（3）分別区分の統一 

広域で異なる分別区分の統一や新たな廃棄物の分別品目の追加等について、周辺自治体と協調

しながら取組みを推進します。 
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3-8 中間処理計画 

（1）既存ごみ処理施設の維持管理及び解体 

既存ごみ処理施設の適切な運転・維持・管理を行い、市内から発生するごみの安定処理を継続

していきます。また、施設の運転・維持・管理及び施設の更新にあたっては、資源の回収を徹底

するとともに、燃料や電気の使用量の低減を図っていきます。処理や資源化を民間に委託してい

るものについては、適切な処理・資源化がされているかモニタリングしていきます。 

なお、令和 3 年度（2021 年度）から新たなごみ処理施設が供用開始されるのに伴い、既存施

設の取扱いについて、地域の環境美化が保全されるよう適切な跡地活用を考慮します。 

 

（2）新ごみ処理施設の整備及び維持管理 

令和 3年度（2021年度）の供用開始を目指し、周辺市町とともに新ごみ処理施設の整備計画

を進めています。周辺市町と協力して広域のごみ処理体制を確保していきます。 

新ごみ処理施設の供用開始以降、施設の運転・維持・管理及び施設の更新にあたっては、資源

の回収を徹底するとともに、燃料や電気の使用量の低減を図っていきます。処理や資源化を民間

に委託しているものについては、適切な処理・資源化がされているかモニタリングしていきます。 

なお、新ごみ処理施設が供用開始されるのに伴い、既存施設の取扱いについては、地域の環境

美化が保全されるよう適切な跡地利用を考慮していきます。 

 

 

 

3-9 最終処分計画 

 

現在、域内には一般廃棄物最終処分場がないため、焼却残渣及び不燃残渣等は、民間の処理及

び処分場へ委託しています。 

今後も民間への委託にあたっては、受入基準に適合していることを確認したうえで、委託した

残渣が適正に処分されているかモニタリングを行っていきます。また、本市の安定的なごみ処理

体制を維持するため、最終処分の安定確保を検討していきます。 
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3-10 その他の施策 

 

1) 災害廃棄物の処理処分 

災害発生時には、必要に応じて災害時の対策組織を設置し、被災時の情報収集、処理計画の作

成、処理の適正化、処理体制の構築を推進します。被災時に発生する一般廃棄物については、組

合及び本市が収集・運搬、処理・処分を行っていきます。被災状況に応じて、排出場所、収集回

数、収集方法等を柔軟に見直し、迅速かつ衛生的な生活環境の確保を図っていきます。収集・運

搬車両、処理施設等の被災状況を考慮し、被害が甚大な場合には茨城県、近隣市町及び民間事業

者の協力を求め、円滑かつ安定した処理・処分体制を検討していきます。 

 

2) 不法投棄対策 

不法投棄については、地域住民や県及び警察等関係機関と連携して監視体制を一層充実させる

とともに、市民や事業者へ不法投棄等の未然防止に向けた普及啓発を行うなど、不法投棄等の防

止対策を推進していきます。 

 

【小美玉市における不法投棄を未然に防止する活動】 

・不法投棄啓発看板等の設置 

・監視カメラの設置 

・市職員及び関係機関による監視パトロール 

・地域住民の監視及び情報提供 

・広報紙などによる啓発活動 

 

3) ごみ処理施設で受入できない廃棄物の対応 

ごみ処理施設で受入れできない廃棄物として、建築廃材、タイヤ、ガスボンベ、消火器等があ

げられます。あわせて、廃家電 4品目のテレビ、エアコン、洗濯機（衣類乾燥機）、冷蔵（冷凍）

庫のリサイクル方法などについて、市は、市民に対して、これらの廃棄物を専門の処理業者や販

売店に処理を依頼するよう啓発していきます。 

一般廃棄物処理施設の処理能力や受入体制等を踏まえ、組合及び周辺市町と協議しながら、適

正処理を推進していきます。 

 

 

3-11 進行管理計画 

 

ごみ減量化、資源化に向けた取組を継続し、計画の進捗管理を行いながら適宜見直しを行いま

す。また、周辺市町と連携し分別区分の統一や広域ごみ処理施設の適正管理を行います。 
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4．生活排水処理基本計画 

 

4-1 生活排水処理の現状及び課題 

（1）生活排水処理の現状 

1) 生活排水処理体系 

本市の生活排水は、公共下水道、農業集落排水施設や地域下水処理施設などの集合処理施設と浄

化槽による個別処理によって処理されています。集合処理は、台所や風呂などの雑排水もし尿と併

せて処理しています。個別処理のうち、合併処理浄化槽（※）は、し尿・雑排水の両方を処理して

いますが、単独処理浄化槽やし尿汲み取り世帯においては、生活雑排水が未処理のまま河川等に放

流されています。 

集合処理の整備は順調に進んでおり、公共用水域の水質は改善傾向にあります。 

 

※小美玉市を含む霞ヶ浦流域では、高度処理型浄化槽の設置が義務付けられています。 

 

 

図 生活排水の処理体系 
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2) 生活排水処理の状況 

本市における生活排水処理人口は着実に増加しており、処理人口は概ね 40,300 人で、普及率は

78.2%に達しています。内訳を見ると、公共下水道人口は微増、農業集落排水施設等人口と合併処

理浄化槽人口が増加傾向となったことにより、普及率を上げています。 

 

 

図 生活排水処理形態別の人口の推移 

 

 

表 本市の生活排水処理の状況と目標 

 

資料）茨城県生活排水ベストプランH28（2016）、茨城県生活排水処理普及状況調査 

  

基準年　H25年度 実績値 平成29年度 中期計画　H37年度
長期計画

（整備完了時）

人口(人) 普及率(％) 人口(人) 普及率(％) 人口(人) 普及率(％) 人口(人) 普及率(％)

行政人口 53,104 51,508 44,260 40,500

生活排水処理 36,508 68.7 40,276 78.2 40,009 90.4 40,500 100.0

下水道 21,652 40.8 22,949 44.6 26,282 59.4 28,214 69.7

農業集落排水施設等 3,993 7.5 4,553 8.8 4,856 11.0 5,354 13.2

コミュニティプラント 0 － 0 － 0 － 0 －

合併処理浄化槽（市設置型） 525 1.0 834 1.6 709 1.6 853 2.1

合併処理浄化槽（個人設置型） 10,338 19.5 11,940 23.2 8,162 18.4 6,079 15.0
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3) 生活排水の処理主体 

本市の生活排水処理施設は、下表のようになっており、公共下水道は茨城県が施設管理を行って

います。農業集落排水施設は本市が管理主体であり、浄化槽、し尿汲み取りは、設置者が施設管理

を行って処理しています。 

浄化槽、し尿汲み取りでは、地域によって処理施設が分かれています。 

 

表 生活排水処理の管理主体 

生活排水 

処理体系 
処理対象 管理主体 し尿・浄化槽の処理施設 

流域関連 

公共下水道 

し尿・ 

生活雑排水 
茨城県 霞ヶ浦浄化センター 

農業集落 

排水施設 

し尿・ 

生活雑排水 
小美玉市 

納場北部地区農業集落排水処理施設 

巴南部地区農業集落排水処理施設 

堅倉南部地区農業集落排水処理施設 

巴中部地区農業集落排水処理施設 

合併処理 

浄化槽 

し尿・ 

生活雑排水 

設置者 

（市・個人 

・事業者等） 

小川・ 

玉里地区 

湖北環境衛生組合 

石岡クリーンセンター 

美野里地区 茨城地方広域環境事務組合 

単独処理 

浄化槽 
し尿のみ 

設置者 

（個人・事業者等） 

小川・ 

玉里地区 

湖北環境衛生組合 

石岡クリーンセンター 

美野里地区 茨城地方広域環境事務組合 

し尿汲み取り し尿のみ 
設置者 

（個人・事業者等） 

小川・ 

玉里地区 

湖北環境衛生組合 

石岡クリーンセンター 

美野里地区 茨城地方広域環境事務組合 
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本市の公共下水道は、霞ヶ浦湖北流域下水道事業に含まれており、霞ヶ浦浄化センターで処理さ

れています。農業集落排水施設は市内に 4箇所設置され、本市が維持管理を行なっております。 

また合併処理浄化槽では個人設置型と市設置型があり、市設置型については、市が高度処理型の

維持管理を行っています。 

 
図 霞ヶ浦流域下水道事務所の概要 

出典）茨城県土木部ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共下水道の供用開始区域（平成 30年度（2018 年度）末時点） 

出典）小美玉市下水道課 

  

現　況

（平成30年度末）

処理区域面積 14,966.4ha 7,505.6ha

処理対象人口 約29万人 約24万人

幹線管渠延長 57km 57km

処　理　場　名

敷　地　面　積

80,336m3/日

（日平均）

放　 流 　先

関係市町村
土浦市，石岡市，阿見町

かすみがうら市，小美玉市

湖　　　北

全 体 計 画

霞ヶ浦浄化センター

ポ　ン　プ　場
5ヶ所

（石岡，石岡第2，石岡第3，玉里，小川）

霞ヶ浦（湖沼A類型）

24.9ha

処　理　水　量 164,800m/日

赤色：霞ヶ浦湖北流域下水道事業（土浦市，

石岡市，阿見町，かすみがうら市，小

美玉市）  

黄色：霞ヶ浦水郷流域下水道事業（潮来市，

行方市） 
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表 農業集落排水処理施設 

 

  

施設名称 所在地 処理方式 計画人口(人) 供用開始

納場北部地区農業集落排水
処理施設

茨城県小美玉市寺崎
３８番地

回分式活性汚泥方式 980 平成12年度

巴南部地区農業集落排水
処理施設

茨城県小美玉市下吉影
１２２－１番地

高度処理連続流入間欠
ばっ気方式

2,010 平成19年度

堅倉南部地区農業集落排水
処理施設

茨城県小美玉市三箇
９３７･９３８番地

回分式活性汚泥方式 2,530 平成18年度

巴中部地区農業集落排水
処理施設

茨城県小美玉市上合
１５４９・１５５０番地

高度処理連続流入間欠
ばっ気方式

1,700 平成30年度
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4) 生活排水処理率 

常磐自動車道や JR 常磐線も整備され、都心まで約 80 ㎞と通勤距離範囲内となったことなどに

より、生活環境が変化し、生活雑排水等の流れ込みによって、河川水質の悪化が懸念されています。

このことから、汚水処理施設整備交付金の活用などにより、生活排水処理の向上に取り組んでいま

す。 

本市の生活排水処理率は 78.2%（H29：2017）となっており、年々増加しているものの、県

全体や全国と比べてやや低い状況にあります。本市の下水道処理計画人口 28,200 人に対する、現

況の処理人口 22,950 人（H29：2017）の割合は、81.4%となっています。 

 

 

図 本市の生活排水処理の状況 

資料）茨城県市町村別汚水処理人口普及状況 

 

5) 生活排水処理に係る問題点等のまとめ 

本市の生活排水処理人口は、着実に増加しているものの、生活排水処理率では、全国・県全体を

下回っており、処理率の向上に向けて取り組んでいく必要があります。 
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（2）し尿等収集処理の現状 

1) 収集運搬の状況 

公共下水道が引かれていない区域のし尿と浄化槽汚泥は、現在、市が許可した業者がくみ取りを

行って、地区ごとの処理施設まで運搬して処理しています。 

 

2) し尿処理施設の概要 

市内のし尿及び合併処理浄化槽汚

泥は、美野里地区と小川・玉里地区

で、以下のように処理されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) し尿処理に係る問題点等のまとめ 

本市のし尿処理は、周辺市町と連携し広域処理されていることから，引き続き，周辺市町との広

域連携を図りながら，安定的な処理体制を確保する必要があります。 

 

  

  

図 処理施設と処理地域 

凡例 
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4-2 生活排水処理の基本方針 

（1）生活排水処理の目標 

これまでの生活排水処理は、「茨城県生活排水ベストプラン」に示されている通り、下図の区域

における整備を進めることにより、生活排水処理普及率の向上を目指しています。 

ただし、茨城県生活排水ベストプランは、平成 7 年度（1995 年度）の策定以降、人口等の状況

に合わせて第 3 回まで改訂が行われてきました。生活排水処理においては、茨城県生活排水ベスト

プランの改定の都度、新たな計画との整合を図り、目標達成に向けた整備を進めていきます。 

 

 

図 集合処理区域等総括図 

出典）茨城県生活排水ベストプランH28（2016） 

 

参考：茨城県生活排水ベストプラン 

生活排水ベストプランとは、生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図るため、下水道、農業

集落排水施設、合併処理浄化槽などの生活排水処理施設を効率的（ベスト）に配置して、整備や維

持管理を進めるための茨城県のマスタープランです。現在は、目標年度を平成 37 年度（2025 年

度）（中期計画）と設定し、整備完了までの長期計画を設定しています。 
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（2）生活排水処理の基本方針 

生活排水処理では、公共下水道、農業集落排水事業、合併処理浄化槽の普及を進め、先ずは総合

計画に示した以下の目標に向けて整備を進めていきます。また、その先の中期計画の目標として、

平成 28年度（2016年度）に改訂された「茨城県生活排水ベストプラン」に示す目標値との整合

を図りながら、現実的な目標の実現に向けて整備を進めていきます。 

 

表 生活排水処理の基本方針 

基 本 方 針 

公共用水域への汚濁負荷を削減し、すべての市民が、快適で衛生的な生活

ができる環境づくりを目指します。 

 

表 施策の目標 

 

現況 

平成 29年 

（2017 年） 

総合計画 

目標年次 

令和 4年 

（2022 年） 

中期目標 

令和 7年 

（2025 年） 

■生活排水処理普及率 

快適で衛生的な生活環境づくりを推進

していくため、生活排水処理普及率の向

上を目指す。 

78% 85.9% 90.4% 

■公共下水道普及率 

快適で衛生的な生活環境づくりを推進

していくため、下水道普及率の向上を目

指す。 

45% － 59.4% 

■農業集落排水事業整備率 

計画地区（全 9 地区）のうち未着手地区

において、農業集落排水事業の実施によ

り、整備率の向上を目指す。 

63% － － 

出典）小美玉市総合計画、茨城県生活排水ベストプラン 

 

※合併処理浄化槽（個人設置型）は現況水準の維持を見込む 
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4-3 生活排水処理基本計画 

（1）生活排水の処理計画 

1) 生活排水処理の将来見通し 

生活排水処理率は、現在の傾向で整備・設置が進む場合で、整備区域内の今後の総人口の減少も

考慮すると、ベストプランの長期計画完了時には 100%に達することとなります。 

 

 

 

 

 

図 処理形態別人口の見通し 

 

2) し尿及び浄化槽汚泥排出量の将来見通し 

人口減少に伴い、排出量は減少する見通しとなっています。また、公共下水道や農業集落排水へ

の普及に伴う合併処理浄化槽の減少が進むと、し尿処理はなくなり、浄化槽汚泥処理量は約 17kl/

日と予想されます。 

 

図 し尿及び浄化槽汚泥排出量の見通し  

■見通しの前提 

下水道人口：H24（2012）～H29（2017）の実績で整備 

農業集落排水等人口：長期計画完了時に計画人口まで普及率が上昇 

合併処理浄化槽（市設置型）：H29（2017）に事業が完了、H30（2018）以降は増加しない 

合併処理浄化槽（個人設置型）：長期計画完了時まで現況水準で推移 
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（2）し尿・浄化槽汚泥の処理計画 

1) 収集運搬計画 

し尿については、民間許可業者を活用した収集形態のあり方や公共下水道等の進捗によるし尿収

集運搬量の減少を十分考慮し、効果的で効率的な収集運搬を実施していきます。 

また、浄化槽汚泥についても、今後も民間許可業者による収集運搬を実施していきます。 

特に、本市のし尿・浄化槽汚泥処理は一部地域で事業者が限定されてしまうことから、すべての

地域で複数の事業者が選択できる環境整備を進めます。 

 

2) 中間処理計画 

本市では地区によって処理施設が異なり、小川・玉里地区で収集・運搬されたし尿及び浄化槽汚

泥は、石岡クリーンセンターで、美野里地区で収集・運搬されたし尿及び浄化槽汚泥は、茨城地方

広域環境事務組合で、適正な処理及び維持管理を行います。現在の施設は、稼働年数が長くなって

いることから、処理施設の適正な維持管理を行い、能力を維持するとともに、今後の施設の更新等

の必要性については、周辺自治体と検討していきます。 

 

3) 最終処分計画 

中間処理後の処理水は、公共用水域に放流します。また、中間処理後に発生する脱水汚泥は、放

射能汚染の影響を考慮しながら埋立及び堆肥化などの処理を継続していきます。 
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（3）将来の生活排水処理体系 

現在の体系を維持しつつ、各生活排水施設の特徴を踏まえ、地域の実情に応じて、公共下水道・

農業集落排水・合併処理浄化槽の整備を進めていきます。 

 

 

図 主な生活排水処理施設の特徴 

出典）茨城県生活排水ベストプランH28（2016） 
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1．総則 

 

1-1 計画策定の背景及び目的 

小美玉市（以下、「本市」という。）は、茨城県のほぼ中央部に位置し、北へ 20㎞の距離に

県都水戸市、南西へ 20 ㎞の距離に筑波研究学園都市、南部は霞ヶ浦に接しています。 

平成 23 年（2011 年）3 月東日本大震災では市内で震度 6 強を観測し、膨大な量の災害廃

棄物が発生し、その処理に迫られました。豪雨による被害は、近年、全国的に増加しており、

本市においては、霞ヶ浦の水位上昇による浸水被害が予想されています。 

このような災害で発生する災害廃棄物は、廃棄物が混合した処理のしづらい性状のものが一

時に大量に発生し、健康または生活環境に重大な被害を生じさせるものが含まれているおそれ

があります。また、仮置場における火災発生のおそれが大きいことや、感染症発生等の二次被

害のおそれもあります。そのため、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止し、災害廃棄

物を適正に、円滑かつ迅速に処理しなければなりません。 

以上のことから本市では、復旧・復興の妨げとなる災害廃棄物を適正かつ迅速に処理するこ

とを目的として、施設を運営する組合及び構成市町（本市、石岡市、かすみがうら市、茨城町）

の協力と理解をいただき、「小美玉本市災害廃棄物処理計画」（以下「本計画」という。）を策

定しました。 

今後は、本計画をもとに災害廃棄物処理に係る関係主体との情報共有と教育・訓練を重ね、

災害廃棄物処理の対応能力の向上を図ります。 

 

図 1-1 本市の位置と地勢 
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1-2 計画の位置付け 

本計画の位置付けは、図 1-2 のとおりです。 

本計画は、環境省「災害廃棄物対策指針」を踏まえ、「茨城県廃棄物処理計画」、「小美玉市

地域防災計画」、「小美玉市一般廃棄物処理計画」等との整合を図りつつ、災害廃棄物処理に関

する基本的な考え方や処理方策等を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：災害時の廃棄物対策に係る計画・指針等関係図（環境省）を基に作成 

図 1-2 本計画の位置付け 
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1-3 基本的事項 

 

（1）対象とする災害 

本計画では、地震災害、風水害その他自然災害を対象とします。地震災害については地震動

により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する火災・爆発その他異常な現象により生ずる被

害を対象とします。風水害については、台風、竜巻等の風による被害の他、大雨、雷雨等によ

る多量の降雨により生ずる洪水、浸水、冠水、土石流、山崩れ、崖崩れ等の被害を対象としま

す。 

 

（2）本計画における被害想定 

本計画では、茨城県南関東直下地震及び大規模な水害を想定します。なお、被害想定が更新

された際には、新たな情報に基づく災害を対象とし、本計画の見直しを行います。 

 

表 1-1 本市に関わる主な災害の被害想定 

区分 被害想定 建物被害棟数 

震災 茨城県南関東直下地震（M7.0） 約 3,000棟 

水害 洪水ハザードマップに示す被害 約 700棟 

出典：地震の想定被害は茨城県災害廃棄物処理計画（H29（2017）.2）より 

   水害の被害棟数は洪水ハザードマップより算出 
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（3）対象とする災害廃棄物 

本計画において対象とする災害廃棄物は、地震等の災害によって発生する廃棄物（表 1-2

の(1)～(10)）及び被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物(表 1-2 の(11)～(13)）です。 

 

表 1- 2 災害廃棄物の種類 

種 類 説 明 

(1)木くず 柱・梁・壁材、水害等による流木等 

(2)コンクリートがら等 コンクリートがら、アスファルトくず、瓦・陶磁器・ガラス等 

(3)金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材等 

(4)可燃物 繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した廃棄物 

(5)不燃物 不燃性粗大ごみ 

分別することができない細かなコンクリートや木くず、プラスチック、ガラ

ス、土砂等が混在した概ね不燃性の廃棄物 

(6)腐敗性廃棄物 畳や被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加工場や飼肥料工

場等から発生する原料及び製品等 

(7)廃家電製品 損壊家屋等から排出されるテレビ、洗濯機、エアコン等の家電類で、災害

により被害を受け使用できなくなったもの 

※リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行う 

(8)廃自動車等 災害により被害を受け使用できなくなった自動車、自動二輪、原付自転車 

※リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行う 

(9)有害廃棄物 石綿含有廃棄物、ＰＣＢ、感染性廃棄物、化学物質、フロン類・ＣＣＡ・テトラ

クロロエチレン等の有害物質、医薬品類、農薬類 

(10)その他処理困難

な廃棄物等 
危険物（消火器、ガスボンベ、燃料タンク、スプレー缶等）、ピアノ、マットレ

ス等の市町村の一般廃棄物処理施設では処理が困難なもの（レントゲン

や非破壊検査用の放射線源を含む）、石膏ボード等 

(11)生活ごみ 家庭から排出される生活ごみや粗大ごみ 

(12)避難所ごみ 避難所から排出される生活ごみ等 

(13)し尿 仮設トイレ（災害用簡易組み立てトイレ、レンタルトイレ及び他市町村・関

係業界等から提供されたくみ取り式トイレの総称）等からのくみ取りし尿 

※災害状況を受けて判断する。 
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（4）各主体の役割 

1) 市の役割 

· 災害廃棄物は一般廃棄物に区分されることから、災害廃棄物の処理は、本市が主体となって

処理を行います。 

· 災害廃棄物は、適正かつ円滑・迅速に処理を実施します。 

· 平常時に、本市と施設を運営する組合で災害時の対応について協議し、連携体制を構築し、

災害廃棄物処理に係る訓練等を通じて体制整備を図ります。 

· 本市が被災していない場合は、被災市町村からの要請に応じて、人材及び資機材の応援を行

うとともに、被災地域の災害廃棄物の受入を積極的に行います。 

 

2) 各組合の役割 

・災害廃棄物は、組合のごみ処理施設、し尿処理施設で適正かつ円滑・迅速に処理を実施しま

す。 

・災害廃棄物の分別、収集運搬に係る指揮または助言を行い、本市と連携して災害廃棄物の処

理を実施します。 

 

3) 県の役割 

・県は、本市が被災した場合、災害廃棄物の処理に係る技術支援を行うものとします。 

・本市が行政機能を失う規模の災害が発生し、本市が県へ地方自治法第 252条の 14の規定に

基づく事務の委託をした場合は、県が主体となって処理を行うものとします。 

 

4) 事業者の役割 

・災害廃棄物の処理に関連する事業者は、災害時に適正処理と円滑かつ迅速な処理に努めるも

のとします。 

・県と災害時の協力協定を締結している関係機関・関係団体は、県の要請に応じて速やかに支

援等に協力します。 

・危険物、有害物質等を含む廃棄物その他の適正処理が困難な廃棄物を排出する可能性のある

事業者は、これらの適正処理に主体的に努めるものとします。 

 

（5）処理期間の設定 

災害廃棄物の処理は、早期の復旧・復興に資するよう、できる限り早く完了します。災害の

規模や災害廃棄物発生量に応じて、適切な処理期間を設定します。大規模災害においても 3 年

以内の処理完了を目指します。 

なお、処理期間について国の指針が示された場合は、その期間との整合性を図り設定します。 
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（6）災害廃棄物処理の基本方針 

1) 適正かつ円滑・迅速な処理の実行 

住民の生活環境保全及び公衆衛生上の支障防止の観点から適正な処理を進めつつ、復旧・復

興の妨げにならないよう円滑かつ迅速な処理を実行します。 

 

2) 分別・再生利用 

災害廃棄物の処理においては、被災現場から仮置場へ搬入する際の分別を徹底し可能な限り

再生利用を行い最終処分量を削減します。 

 

3) 目標期間内での処理の実施 

災害廃棄物の処理は、おおむね 3年間以内に、本市の自区内での処理、または県内市町村の

相互支援による処理及び県内の事業者による処理を進めることを原則とします。 

既存の廃棄物処理施設を最大限活用しても目標期間内に処理することができない膨大な量

の災害廃棄物が発生した場合、または、公衆衛生の観点から緊急的な処理が必要な場合は仮設

処理施設の設置や広域処理により対応します。 

 

4) 合理的かつ経済的な処理 

処理の緊急性や困難性を考慮しながら合理性のある処理方法を選定し、経済的な処理に努め

ます。 

 

（7）災害廃棄物処理の流れ 

災害廃棄物は、被災現場で分別した上で仮置場へ搬入し、仮置場に分別して集積・保管しま

す。これらの災害廃棄物は、種類や性状に応じて破砕、選別、焼却等の中間処理を行い、再生

利用、最終処分を行います。 

既存の廃棄物処理施設において目標期間内で処理しきれない等の場合は、二次仮置場を設置

して、必要に応じて破砕、選別、焼却のための仮設処理施設を設置します。 

 

 

図 1-3 災害廃棄物処理の流れ 

 

  

分別・保管

災害廃棄物

被災現場 仮置場 処理・処分
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再生利用
・金属原料
・土木資材
・セメント原燃料
・燃料 等

最終埋立処分

仮置場A

仮置場B

仮置場C

家電リサイクル法によるルート

専門業者による危険・有害廃棄物の適正処理

分別
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 困難 

（8）発災後における災害廃棄物処理実行計画の策定 

災害が発生した際は、被害状況を踏まえて、災害廃棄物処理の基本方針に基づき、処理の方

針及び処理期間の検討を行います。また、災害廃棄物の収集運搬、処理・処分方法、再生利用

先の確保、仮設処理施設の必要性等を検討して、処理フローを作成し、必要に応じて災害廃棄

物処理実行計画を策定します。（図 1-4） 

災害廃棄物処理実行計画は、関係者と情報を共有しながら処理の全体像を整理して策定し、

処理業務の発注や補助金事務に係る資料として用いることで円滑な処理を進めます。災害廃棄

物処理実行計画は、処理の進捗等の状況に応じて、災害廃棄物発生量と処理処分先・再生利用

先等を見直し、改定していくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 災害廃棄物処理方法の検討の流れ 

 

（9）本市の行動 

災害廃棄物処理では、初動期、応急対応前半の時期の対応が重要です。そのため、発災直後

は、職員の安否確認、人命救助を優先して対応すると同時に、災害廃棄物処理に関連する施設

の被害状況の把握、災害廃棄物処理に必要な体制の構築等を行います。発災後の主な業務内容

は表 1-3 のとおりです。 

市町村の行政機能が喪失するような災害が発生した場合は、県は、被災市町村の要請に関わ

らず能動的に支援を行います。 

水害では、水が引いた後、被災した市民が一斉に災害廃棄物を排出します。発災後 1 週間の

排出量が最も多くなるため、水害では、仮置場の充足状況の把握を初動期に行います。 
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収集運搬・処理・処分・ 
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（既存処理施設） 

自区内処理 
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(既存処理施設) 

県内広域処理 
（仮設処理施設） 

困難 可能 

困難 
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◆水害における発災前の行動の留意点 

水害は地震と異なり、大雨等の事前の予兆があります。そのため、大雨が予想される場

合、災害に備えて、以下の対策を行います。 

・連絡体制の確認 

・廃棄物処理施設の安全性の確認（浸水・暴風対策） 

・廃棄物収集運搬車の退避（高台等へ駐車場所を移動） 

・停電や断水した場合の廃棄物処理施設の対応を確認 

・仮置場の確保に関する関係部署との調整 

・災害廃棄物発生に備えた広報内容（分別・収集方法・仮置場位置図等）の準備・確認 

 

表 1-3 発災後の主な業務 

時期 業務内容 

初動期 

（発災後～3日間程度） 

・体制の構築 

・被害状況の把握、県への連絡 

・今後の大雨や水位の予測 

・市民への広報・窓口設置 

・仮置場の設置、運営・管理（業務発注含む） 

・仮置場の充足状況の把握 

・危険家屋等の撤去 

・避難所ごみ・し尿発生量の推計 

・収集運搬の手配 

・一般廃棄物処理施設の補修・復旧 

応急対応前半 

（～3週間程度） 

・近隣市町村・県への支援要請 

・補助金関係事務・予算の確保 

・進捗管理（収集運搬や処理処分の記録作成） 

・一般廃棄物処理施設の復旧の進捗報告 

・他自治体からの支援の受入・調整 

・処理・再生利用・最終処分先の検討 

・体制の見直し（土木建築系、財務系、廃棄物系 OB等人材調達） 

・優先度の高い災害廃棄物の処理の調整・手配 

・事務委託の検討 

・災害廃棄物発生量の推計 

応急対応後半 

（～3箇月程度） 

（初動期からの必要な行動の継続） 

・災害廃棄物処理実行計画の策定 

・公費解体手続き・発注 

・仮置場の逼迫状況の把握 

・県へ事務委託内容の検討・手続き（県へ事務委託する場合） 

復旧復興期 
（1～3年程度） 

（初動期からの必要な行動の継続） 

・仮置場の原状回復・返還 

・仮設トイレの撤去 
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発災後の初動期から復旧復興期にかけての行動は、表 1-4 のとおりです。 

表 1-4 災害時の行動 

 

  

初動期
発災

応急対応
(前半)72時間

1週間
(後半)
3週間～

復旧・復興
3か月

1年

体制の構築 体制の構築 庁内体制の見直し

情報収集・連絡 災害対策本部との連絡

被害状況の把握・連絡

市内一般廃棄物処理施設被災状況把握・処理能力把握

今後の大雨・水位の予測

市内連携調整 近隣市町村・県への支援要請

他自治体からの支援の受入・調整

方針 方針･スケジュール決定

契約･経理 補助金関係事務

予算の確保

業者との委託契約

広域処理 優先度の高い災害廃棄物の広域処理調整

広報 住民への広報・窓口設置

事務委託関係 事務委託検討

県との事務委託関係契約

発生量推計 情報収集  発生量等推計 発生量見直し

種類別発生量・処理量の推計

仮置場面積推計

最終処分場の検討

処理施設，資源化先の検討

処理フロー 処理フロー作成

実行計画 実行計画策定・公表

進捗管理 進捗管理

仮置場 自衛隊との連携・仮置場確保

仮置場の確保・整備・運用

分別の看板や仮置場設置場所の地図を作成・人員確保

仮置場の運用管理（3章1節3)

仮置場充足状況の把握（3章1節3)

収集運搬 事業者へ収集運搬支援要請

処理処分 一般廃棄物処理施設での受入可能性を確認・処理

優先的処理 腐敗性廃棄物等の優先的処理手配

市が仮設 二次仮置場用地の手配・確保

処理施設を 処理方法の検討

処理施設を 仮設処理施設設計・積算・発注仕様書作成

設置する場合 仮設処理施設の発注・業者選定

搬入・搬出ルートの調整(住民・警察等)

仮置場・施設建設・工事施工監理

【本格処理・仮置場運営管理】

搬入・処理・搬出施工監理

仮置場火災防止、悪臭、環境モニタリング

作業環境・安全の確保

資源化先への搬出・確認

仮設施設解体撤去・仮置場復旧･返還

損壊家屋の 危険家屋等の撤去

　解体撤去※ ※公費解体を実施する場合 公費解体の手続き

　解体撤去※ 解体撤去発注

(仮置場保管状況把握） 解体撤去の進捗管理・事務

発生量推計 避難所ごみ発生量の推計

収集運搬 収集運搬手配，支援要請 仮設住宅のごみ収集運搬

収集運搬車両・資機材等を近隣市町村・県へ支援要請

燃料確保・供給の調整の支援

住民への広報 窓口の設置・広報

発生量推計 し尿発生量の推計

収集運搬 収集運搬手配，支援要請 燃料確保  仮設住宅浄化槽汚泥の収集運搬

収集運搬車両・資機材等を近隣市町村・県へ支援要請

燃料確保・供給の調整の支援

仮設トイレ 仮設トイレ増設の検討

仮設トイレの撤去

住民への広報 窓口の設置・広報

補修・復旧 処理施設の被害状況の把握，安全性の確認，報告，支援要請

補修、復旧工事 復旧状況・復旧見込みを適宜連絡

支援要請 近隣自治体，県へ受入支援要請

分別指揮 分別の指揮

他地区の受入 施設が被災していない場合は広域処理受入条件等の連絡し受入

施
設

業務

総
務
関
係

計
画
関
係

処
理
関
係

生
活
ご
み
・

避
難
所
ご
み

関
係

し
尿
関
係
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（10）教育・訓練 

災害時に速やかに行動できるよう、教育・訓練を定期的に実施します。 

なお、教育・訓練によって得られた課題は、本計画の見直しに活用します。 

 

1) 市民への教育 

市民の防災に対する意識の高揚を図り、災害時には市民一人一人が正しい知識と判断をもっ

て、自らの生命と財産は自らの手で守るという心構えと行動ができるよう、防災週間や防災と

ボランティア週間等を活用して、防災知識の普及徹底を図ります。 

・簡単な気象知識に関すること 

・予報、注意報、警報に関すること 

・災害危険箇所に関すること 

・過去の主な被害事例 

・災害対策の現状 

・災害時における応急措置及び心得に関すること 

・避難施設・避難経路・その他避難対策に関する知識 

・平常時の心得（非常持ち出し品、備蓄等日ごろの準備） 

・自主防災組織への参加 

・避難準備・高齢者等避難開始、避難指示（緊急）及び避難勧告の内容と早期避難の重要性 

・避難行動要支援者への支援協力 

 

2) 児童・生徒等に対する教育 

小中学校の総合学習等の場を通じて、児童・生徒等に対する防災教育の導入に努めるととも

に、防災機関と連携した総合的な避難訓練等を通じて学校、家庭、地域における正しい防災の

あり方について習得します。 

・職員の防災意識の高揚と指導力の向上 

・防災に関する各種研修を充実させます。また、防災対策委員会等の組織化を図り、学校にお

ける防災体制の確立や防災教育のあり方について対応するとともに、防災関係指導資料の活

用等により、教職員の防災意識の高揚と指導力の向上を図ります。 

・防災教育の充実 

・学校では、各学校の安全計画に基づき、児童・生徒等の発達段階に応じた防災教育の充実を

図ります。 

・防災教育の実施にあたっては、地震、土砂崩れその他の異常な自然現象または大火等による

被害状況を認識させ、防災体制の仕組み等を理解させるとともに、災害時の対応力をはぐく

むことに留意します。 

・避難訓練等の実施 

・大規模災害を想定した総合的な避難訓練を実施し、災害に備えるとともに、実施にあたって

は、家庭や地域の関係機関と連携した訓練や専門家の協力を得て避難行動を評価してもらう

など避難訓練方法の工夫を行います。 
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3) 職員への教育・訓練 

災害廃棄物処理に必要な知識や実行力を高めるため、職員に対して本計画を周知し、以下の

事項について、定期的に教育・訓練を実施します。 

・過去の災害廃棄物処理の経験に学ぶ教訓 

・災害廃棄物処理に係る関連法令 

・災害廃棄物の分別、仮置場の管理に係る実務 

・災害廃棄物の処理方法 

・災害廃棄物処理実行計画の策定手順 

・災害報告書作成・補助金交付申請事務に係る実務 

・連絡訓練、実動訓練 等 

 

（11）災害廃棄物対策の進捗管理 

災害廃棄物処理の対応力の向上を図るため、目的・目標を明確にして、重要な事項から取組

を進め、仮置場候補地の選定状況、教育・訓練の履修実績、庁内の体制構築、関係者との連携

強化等の進捗管理を行います。 
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2．災害廃棄物処理のための体制等 

 

2-1 組織体制・指揮系統 

災害時は、本計画または地域防災計画に基づき、災害廃棄物処理の組織体制を構築し、指揮

系統を確立します。 

地域防災計画に基づく災害対策本部、土木部署、広報部署等と情報共有し連携して対応しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 災害廃棄物対策チーム組織体制 

 

  

都市整備課 
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市民からの問合せ 
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小美玉市災害対策本部 
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民間収集運搬業者 

廃棄物処理業者 

解体業者 ごみ・し尿 
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計画 

財務 

総務 

小美玉市災害廃棄物対策チーム 

統括責任者：所管長 
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表 2-1 業務内容と組織体制 

業務 業務内容 

総

務 

総務 

· 災害対策本部との連絡調整 

· 職員人員配置 

· 近隣市町村、県、国、関係機関・関係団体へ支援要請 

· 情報収集、関係者の調整 

· 市民への広報・問合せ対応等 

財務 
· 予算確保･管理 

· 処理契約、補助金申請事務 

処

理 

計画 

· 災害廃棄物発生量推計 

· 処理フロー・実行計画策定、更新、進捗管理 

· 県内自治体・民間処理施設能力把握、最終埋立処分場容量確保、再生利用

先確保 

処理 

業務 

· 民間事業者への収集運搬業務発注仕様書作成 

· 仮置場管理業務の業務発注仕様書作成 

· 民間事業者への処理業務発注仕様書作成 

仮置場 

· 仮置場の確保（担当部署調整、近隣住民への説明等） 

· 開設準備（動線・分別配置設計） 

· 搬入出ルートの調整（近隣住民、警察等） 

· 仮置場搬入出・保管運用計画 

 
解体 

撤去 

· 災害廃棄物撤去、損壊家屋等解体撤去発注･監理 

· 解体撤去申請受付 

ごみ・し尿 

関係調整 

· 仮設トイレ不足状況把握・仮設トイレ支援要請・調達 

· ごみ・し尿収集車両の調達、燃料供給の調整 

· ごみ処理計画、し尿処理計画 

ごみ処理 

施設 

· 被害状況把握・連絡、施設の補修 

· 分別の指揮・助言、仮置場管理への指揮・助言 

· 収集運搬計画調整 

· ごみ処理施設被害に応じた施設間調整 

し尿処理 

施設 

· 被害状況把握・連絡、施設の補修 

· し尿処理施設被害に応じた施設間調整 

環境担当 

· 有害物質使用特定事業場の状況調査、仮置場用地の土壌等調査、アスベス

ト 

· 等各種環境調査計画の策定、調査等 
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2-2 情報収集・連絡 

 

1) 災害時 

① 被害情報等の収集と連絡 

・一般廃棄物等処理施設の被害状況等、復旧時期等を把握し、県へ連絡します。 

・市内の災害廃棄物発生状況（場所・量）に関する情報を把握します。 

・仮置場の充足状況に関する情報を把握します。 

 

② 事業者に関する情報収集 

・産業廃棄物処理施設の受入可能量・条件等に関する情報を把握します。 

 

③ 情報提供 

・一般廃棄物等処理施設が被災していない場合、他地区からの受入可能量・条件に関する情報

提供を行います。 

 

2) 平常時 

① 連絡窓口一覧表の整備 

・連絡窓口一覧表を随時更新し、県及び他市町村と共有します。 

 

② 連絡手段の整備 

・IP 電話、防災無線（地上系無線、移動系無線、中継用無線）、衛星電話等を調達し、複数の連

絡手段を準備します。また、非常用電源等を確保しておきます。 

・情報機器及び周辺機器は、水害等の被害に遭わない場所に設置します。 

・収集運搬業者、処理施設関係者等との災害時の連絡方法を確認します。 
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表 2-2 本市が収集する情報 

分類 収集内容 情報源等 目的 

被災状況 ・ライフライン（停電・断水・ガス供給）の停

止と復旧見込み 

・下水道被災状況 

市町村災害対

策本部 

支援要請の検

討、連絡手段

の検討 

避難状況 ・避難所所在地と避難者数  避難所ごみ・

し尿発生量把

握 

道路被害 ・道路被害、渋滞情報  収集運搬の検

討 

建物被害 ・全半壊の建物数と解体・撤去を要する建物数 

・水害の浸水範囲（床上、床下戸数） 
 災害廃棄物発

生量推計 

廃棄物 

処理施設 

・一般廃棄物等処理施設（ごみ処理施設、し尿

処理施設、最終処分場等）の被害状況 
一部事務組合 

近隣市町村 

支援要請の検

討、処理方法

の検討 

廃棄物 ・ごみ集積所（ごみステーション）に排出され

た生活ごみの状況 

・指定場所以外に投棄された災害廃棄物の状

況 

現地確認 

事業者等 

優先的に処理

すべき廃棄物

の確認 

・災害廃棄物の種類と量 

・有害廃棄物の発生状況 

・腐敗性廃棄物の発生状況 

災害廃棄物発

生量推計 

処理方法検討 

仮置場 ・仮置場設置場所、面積、充足状況 

・市町村の仮置場への搬入状況 

・仮置場周辺の環境、苦情等 

仮置場の広報 

仮置場管理 

処理処分 ・処理処分の数量管理・進捗状況 

・処理処分先の確保・契約状況 
進捗管理 

必要な支

援 

・仮設トイレその他の資機材ニーズ 

・人材・人員の支援ニーズ 

・その他の支援ニーズ 

支援要請 

 

表 2-3 県から収集する情報 

分類 収集内容 情報の活用方法 

廃棄物処

理施設 

・被災していない市町村の一般廃棄物処理施設における受

入可能量・条件等 
処理処分先の確

保 
・産業廃棄物処理施設（焼却施設・最終処分場）、資源化関

係施設の受入可能量・条件等 

・県外の廃棄物処理施設や資源化関係施設の受入可能量・条

件等 

廃棄物 ・災害廃棄物の発生量推計関連 

・有害廃棄物の処理方法 

・腐敗性廃棄物の処理方法 

災害廃棄物発生

量推計 

処理方法検討 

仮置場 ・県有地等の仮置場候補地 

・仮置場の適切な運営管理方法 
仮置場の広報 

仮置場管理 

必要な支

援 

・仮設トイレその他の資機材支援 

・人材・人員の支援 

・その他の支援 

不足分の補充 
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2-3 協力・支援体制 

 

1) 災害時 

① 県内広域処理体制 

本市が、災害廃棄物処理に単独で対応しきれない場合は、近隣の市町村へ支援を求め、連携

して対応します。一部事務組合は、ごみ処理に係る技術力や経験を生かし、災害廃棄物の処理

を行います。 

 

② 事業者との連携による処理 

大量の災害廃棄物が発生した場合、本市の一般廃棄物処理施設で処理しきれないことが想定

されます。また、がれき類等の災害廃棄物は、産業廃棄物に類似した性状を有することから、

産業廃棄物処理施設を活用して処理を行います。茨城県を通じて、産業廃棄物協会等の関係団

体に要請を行い、災害廃棄物処理を実施します。 

 

③ 国・専門機関による支援 

災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）は、環境省・地方環境事務所を中心とし、

国立環境研究所その他専門機関、関係団体から構成され、災害廃棄物処理の支援体制として設

置されています。D.Waste-Net へ人材・資機材の支援を要請し、災害廃棄物の適正かつ効率

的な処理を進めます。 

 

④ ボランティアとの連携 

被災家屋等から災害廃棄物を搬出及び運搬する作業は、ボランティアの協力が必要です。ボ

ランティアに対して、安全具の装着等の作業上の注意事項や、災害廃棄物の分別、仮置場の情

報を的確に伝えることが重要です。そのため、社会福祉協議会等が設置した災害ボランティア

センターに情報提供を行い、ボランティアへの周知を図ります。 

 

⑤ 支援受入体制の整備 

災害時に支援を受け入れるに当たり、支援が必要な場所や数量等の正確な情報を把握し提供

します。また、支援者に対し、具体的支援内容と被災市町村の組織体制を明確に伝えます。 

 

2) 平常時 

近隣市町村や関係機関・関係団体と連絡先や資機材・人員、施設の処理能力等に係る情報の

共有、情報の更新、協定の締結等を行い災害時に備えます。  
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2-4 市民への啓発・広報 

 

災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するためには、市民の理解と協力が必要です。 

このため、災害廃棄物の分別方法、仮置場の設置等について平常時から啓発・広報を行いま

す。 

また、災害廃棄物の不法投棄を防止し、分別を徹底するためには、発災直後の広報が重要で

す。特に水害では、水が引くとすぐに被災した市民が一斉に災害廃棄物を排出するため、効果

的な手法で迅速に情報を周知します。 

 

1) 災害時 

① 広報の内容 

外国人を含む被災者に対して、災害廃棄物の分別や収集方法や仮置場の利用方法等について、

効果的な広報手法により周知します。また、ボランティアに対しても速やかに災害ボランティ

アセンターを通じて、同様の情報を周知します。 

・問合せ窓口 

・避難所におけるごみの分別 

・生ごみの収集日・収集回数の変更、資源ごみの収集はしばらく行わないこと等 

・災害廃棄物の収集方法、収集時間及び期間 

・災害廃棄物の分別方法、生ごみや危険物を仮置場に持ち込まない等のルール 

・市民が搬入できる仮置場の場所、搬入時間・期間等 

・ボランティア支援依頼窓口 

・便乗ごみの排出、不法投棄、野焼き等の禁止 

・損壊家屋等の解体撤去に係る申請手続き 

 

② 広報の手法 

効果的な広報手法を確認し、市民へ正確かつ迅速に周知します。また、ホームページ、チラ

シの作成等による周知をします。 

・防災行政無線 

・広報車 

・ハンドマイク等 

・チラシ配布 

・ホームページ、SNS 

・立看板 

・掲示板 
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2) 平常時 

① 啓発・広報の内容 

・災害時のごみの出し方（仮置場での受入体制が整うまでの間は、交通に支障をきたさない場

所に災害廃棄物を置いておくこと、資源ごみはしばらく収集しないこと等） 

・生ごみ、災害廃棄物を種類別に分別することの重要性（混合された廃棄物は安全面・衛生面

で問題が発生すること、混合された廃棄物はその処理に時間がかかり費用が増すこと等） 

・災害廃棄物の収集方法（分別方法、戸別収集の有無、ガスボンベ等の危険物の収集方法等） 

・仮置場へ生ごみ、危険物、有害物質、感染性廃棄物、産業廃棄物等を持ち込まない等のルー

ル 

・仮置場の必要性（一時的に保管する場所が必要であること） 

・一般廃棄物処理施設が被災した地域のごみや災害廃棄物を一時的に受け入れて支援すること

への理解・協力 

・携帯トイレ等の備蓄（仮設トイレが不足する事態に各者が対応できるように備える） 

・便乗ごみの排出や不法投棄、野焼き等の禁止 

 

② 啓発・広報の手法 

・ホームページ、防災訓練等を利用して、啓発を行います。 
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3．災害廃棄物の処理 

 

3-1 災害廃棄物（生活ごみ・避難所ごみ・し尿を除く） 

（1）災害廃棄物発生量の推計 

 

1) 災害時 

① 災害廃棄物発生量の推計のための被害情報の把握 

・建物の全壊・半壊棟数等の被害状況を把握します。 

・水害による被害は、浸水域を航空写真により把握する方法があり、それを基に床上浸水、床

下浸水の棟数を見積もることができます。 

・県や専門機関から提供される情報を活用します。 

 

② 災害廃棄物発生量の推計方法 

建物被害棟数の情報と災害廃棄物の発生原単位を用いて、災害廃棄物発生量を推計します。 

災害廃棄物発生量  ＝ 建物の全壊及び半壊棟数     × 各発生原単位 

水害の場合は、さらに以下の方法で推計した発生量を加えます。 

災害廃棄物発生量  ＝ 建物の浸水世帯数（床上・床下） × 各発生原単位 

 

③ 災害廃棄物発生量の見直し 

災害廃棄物発生量の推計は、災害情報、被害情報、発生原単位を適切に更新することにより、

段階に応じてその精度を高めて管理する必要があります。 

建物の被害棟数の情報は、時間の経過とともに変わります。トラックスケールでの計量、仮

置場内の測量等による実績値を用いて、発生量を見直します。（図 3-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：災害廃棄物対策指針 

図 3-1 災害廃棄物発生量の見直し 

  

災害廃棄物処理の進捗管理 

   災害情報   被害情報 

実績値による見直し 

 

実際の浸水範囲 

   浸水深など 

  被害情報   発生原単位 

事前に設定した原単位 

 

災害廃棄物量（実績）の管理  発生量の推計 

 発生原単位 

事前に設定した原単位 

＝ × × 

実際の被害棟数 

 

  計測値（重量） 

  発生原単位 

  浸水範囲 

浸水深など（衛星写真） 
 

 

実際の解体棟数 

   災害情報 

発
災

 データのアップデート 

被害棟数 
（実態） 

発生量（実績値） 
トラック台数 

発生量 災害情報 被害情報 発生原単位 

災害前 

○日後 

○箇月後 

 被害情報 

 被害想定 

   災害情報 

内閣府のハザード情報 
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2) 平常時 

・被害想定に基づき災害廃棄物発生量を推計します。想定震災を「茨城県南関東直下地震」と

します。 

・洪水ハザードマップに基づき建物被害棟数等を算定し，それを用いて災害廃棄物発生量を推

計します。 

 

① 震災発生時の災害廃棄物の発生量の推計 

表 3-1 災害廃棄物種類別の発生量 

災害廃棄物の種類 
発生量 
（全壊・t） 

発生量 
（半壊・t） 

合計 
（t） 

組成 

木くず 
（柱角材） 

2,948 1,538 4,486 可燃物 

コンクリートがら 57,002 29,735 86,737 不燃物 

コンクリートがら 
（瓦） 

1,260 658 1,918 不燃物 

金属くず 2,948 1,538 4,486 不燃物 

可燃物 7,694 4,014 11,708 可燃物 

不燃物 24,602 12,832 37,434 不燃物 

腐敗性廃棄物 
（畳） 

168 87 255 可燃物 

廃家電製品 
（家電 4品目） 

228 120 348 不燃物 

その他処理困難な廃棄
物等 

（石膏ボード） 
1,428 744 2,172 不燃物 

合計 98,280 51,267 149,547   

  ※小数点以下四捨五入のため合計値が合わない場合がある。 

 

表 3-2 被害棟数及び災害廃棄物発災量 

  棟数（棟） 発生量（t） 

全壊棟数 840 98,280 

半壊棟数 2,229 51,267 

合計 3,069 149,547 

出典：被害棟数は、茨城県災害廃棄物処理計画資料編（平成 29 年（2017 年）2 月）より 

 

表 3-3 災害廃棄物の発生原単位 

建物被害等 発生原単位 

全 壊 117 t /棟 

半 壊 23 t /棟 

床上浸水 4.60 t /世帯 

床下浸水 0.62 t /世帯 

出典：災害廃棄物対策指針 

  



 －21－ 

表 3-4 災害廃棄物の種類別の発生原単位 

（t /棟） 

災害廃棄物の種類 発生原単位（全壊） 発生原単位（半壊） 

木くず（柱角材） 3.510  0.690  

コンクリートがら 67.860  13.340  

コンクリートがら（瓦） 1.500  0.295  

金属くず 3.510  0.690  

可燃物 9.160  1.801  

不燃物 29.288  5.757  

腐敗性廃棄物（畳） 0.200  0.039  

廃家電製品（家電 4品目） 0.272  0.054  

その他処理困難な廃棄物等（石膏ボード） 1.700  0.334  

計 117.000 23.000 

出典：茨城県市町村災害廃棄物処理計画策定指針（平成 29 年（2017 年）2 月） 

 

② 水害発生時の災害廃棄物の発生量の推計 

表 3-5 被害棟数及び災害廃棄物発災量 

  棟数（棟） 発生量（t） 

壊棟数 0 0 

半壊棟数 134 3,082 

床上浸水棟数 223 1,026 

床下浸水棟数 312 1,435 

合計 669 3,082 

備考：被害棟数は、洪水ハザードマップより算出 

 

（2）災害廃棄物処理の方法 

災害廃棄物の処理は、環境負荷の低減や資源の有効利用の観点から、可能な限りリサイクル

を進め、焼却処理量及び最終処分量の削減に努めます。 

災害廃棄物の種類別の処理方法について、基本的な考え方を表 3-6 に示します。 

 

表 3-6 災害廃棄物処理の考え方 

種類 処理の考え方 

木くず · 破砕処理や焼却処理をします。 
· 家屋の柱や倒木は、リサイクル材としての価値が高いため、極力リサ

イクルに努めます。 
· 合板くずや小片木くずは、サーマル原料等により極力リサイクルに努

めます。 
· 木くずを破砕すると、発酵して品質が劣化するため、長期間保存がで

きません。破砕しない（嵩張る）状態で保管するためのストックヤー
ドの確保が必要です。 

· 再生利用先の受入条件の調整が必要です。 
· 木くずは、水に濡れると腐敗による悪臭が発生し、リサイクルが困難

となる場合があるので、保管の方法や期間には注意が必要です。 
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種類 処理の考え方 

コンクリートがら

等 

· 破砕処理をします。 
· 極力土木資材としてのリサイクルに努めます。 
· コンクリートがらは多量に発生します。路盤材等としてリサイクルで

きますが、路盤材の需要を上回る量のコンクリートがらを処理すると、
路盤材としてすぐに利用できません。路盤材としてすぐに利用できな
い場合は、コンクリートがらを仮置場で保管します。 

 · 瓦：極力土木資材としてのリサイクルに努めます。リサイクルできな
いものは埋立処分します。 

 · ガラス・陶磁器くず：極力土木資材としてのリサイクルに努めます。
リサイクルできないものは埋立処分します。 

 · スレート板：石綿が含有されているおそれがあるため、シート掛け等
して石綿が飛散しないように保管します。リサイクルできないものは
埋立処分します。 

· 土砂混じりがれき：ふるい選別等により土木資材、セメント原料とし
てのリサイクルに努めます。 

金属くず · 売却を基本としますが、選別が困難である等によりリサイクルできな
いものは埋立処分します。 

可燃物 · 布団・カーペット類：切断後、焼却処理を行います。水分を含んだ布
団は、破砕が難しく燃えにくいため、乾燥等する必要があります。 

 · プラスチック類：極力セメント原燃料等にリサイクルし、リサイクル
できないものは焼却処理します。 

不燃物 · 破砕選別、磁力選別、手選別等により選別の精度を向上し、極力リサ
イクルに努め、残さは埋立処分します。 

腐敗性廃棄物 · 水害で発生する腐敗性廃棄物は、汚水を含み重量が増加します。水に
濡れると腐敗による悪臭が発生するため、優先的に処理を行います。 

· 畳：仮置場から優先的に搬出後に切断等を行い、セメント原燃料等に
リサイクルします。リサイクルできないものは焼却処理します。水に
浸かった畳は、発酵し火災が発生するおそれがあるため、仮置場内で
の保管に注意し、優先的に搬出します。 

· 食品：食品･飼肥料工場等から発生する原料及び製品等は、所有者が優
先的に焼却等の処理を行います。 

廃家電製品 · エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の 4品目は、
家電リサイクル法に従い、所有者が引き取り業者へ引き渡すことを原
則とします。4品目以外の電気製品については、破砕して金属等のリサ
イクルに努めます。 

· 水害で発生する泥が付着した廃家電製品は、リサイクルが困難となる
場合があるので、洗浄等することでリサイクルに努めます。 

廃自動車等 · 自動車は自動車リサイクル法に従い、所有者が引き取り業者へ引き渡
すことを原則とします。 

· 水害により車内に土砂が堆積した場合は、土砂を取り除いてから搬出
するように努めます。 

有害廃棄物 · 農薬・化学薬品、石綿含有廃棄物、感染性廃棄物等は分別して保管し、
専門の事業者で処理を行います。 

· PCB廃棄物は、PCB特別措置法に従い、保管事業者が適正に処理を行い
ます。 

その他処理が困

難な廃棄物等 

· 危険物：消火器、ガスボンベ類、油類は、分別して保管し、専門の事
業者で処理を行います。 

 · マットレス・ソファ類：切断後、金属の回収、焼却処理を行います。 

 · 石膏ボード：汚れがないこと、板状であること（製造番号等が識別で
きること）が受入要件であり、仮置場において雨等で濡れないよう保
管して、石膏ボード原料とします。汚れ・水濡れ等のものは埋立処分
します。 

 · 太陽光発電設備（家庭用）：感電に注意して取扱います。金属等のリサ
イクルに努めます。 

 · 混合廃棄物:可燃物、不燃物、細かいコンクリート片､土砂､金属等を含
むため､できる限り選別処理することでリサイクルに努めます。 

 ※災害廃棄物の処理の主体は基本的に本市ですが、所有者等が処理するものもあります。 



 －23－ 

以上の処理の考え方のもと、災害廃棄物の処理方法は図 3-2、図 3-3 を基本とします。 

 

図 3-2 災害廃棄物の種類別の処理方法 

 

図 3-3 災害廃棄物の種類別の処理方法（最大規模の場合）  
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（3）仮置場 

仮置場は、災害廃棄物を一時的に集積する場所です。（表 3-7） 

既存施設を最大限活用しても目標期間内に処理することができない膨大な量の災害廃棄物

が発生した場合は、二次仮置場内に仮設処理施設の設置が必要となります。また、一次仮置場

での分別や作業スペースが不十分な場合は、二次仮置場内で再分別・保管を行う場合もありま

す。 

 

表 3-7 仮置場の区分と特徴 

区分 機能 特徴 

一次仮置場 仮置場 

・個人の生活環境・空間の確保・復旧等のため、損
壊家屋等から災害廃棄物を一時的に集積する場
所 

・処理（リユース・リサイクルを含む）前に，仮置
場にある災害廃棄物を一定期間、分別・保管して
おく場所 

・多量の災害廃
棄物を受け入
れかつ分別作
業等を行うた
め広い用地が
必要 

二次仮置場 

仮設処理 
施設用地 

・仮設の破砕・焼却施設等の設置及び処理作業等を
行うための場所 

・大規模で設置
数が少ない 

・長期間運用さ
れる場合が多
い 

仮置場 
・一次仮置場での分別や作業スペースが不十分な場

合に、再分別・保管しておく場所 

保管用地 

・仮設処理施設の能力以上に搬入される災害廃棄物
の保管場所 

・仮設処理施設から発生する処理残さの保管場所 
・需要不足により滞留する再資源化物の保管場所 

出典：茨城県市町村災害廃棄物処理計画策定指針（平成 29 年（2017 年）2 月）より作成 

 

仮置場では、円滑に通行できるよう一方通行の動線とし、仮置場内の配置が分かりやすいよ

う配置図を事前配布または入口で配布します。 

地震による木造家屋の被害が多い場合は、木くずの割合が大きくなり、水害の場合は、家電

や畳の割合が大きくなります。 

  

大規模地震 
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図 3-4 一次仮置場の分別配置の例 

 

1) 災害時 

① 仮置場の確保、設置 

・次の手順を参考に仮置場を確保します。 

①平常時に選定した仮置場候補地が使用できるか検討します。 

（仮置場候補地や周辺道路の被災状況、仮置場候補地の他の用途での利用有無） 

②仮置場候補地の所有者や管轄部署と使用する期間や条件を確認します。 

③仮置場候補地の現地確認を行います。 

・仮置場の近隣住民に対して、仮置場の必要性について説明し、理解を得た上で設置します。 

・仮設処理施設の設置等により二次仮置場が必要となる場合、そのための用地を確保します。 

・二次仮置場と仮設処理施設を設置する場合でも、仮設処理施設が稼働するまでの半年から 1

年間は、一次仮置場で災害廃棄物の搬入・搬出を行う必要があり、一次仮置場が不足する事

態とならないように土地を確保し、運用します。 

 

② 仮置場搬入に係る市民への周知（2章 4節、3章 2節参照） 

・市民が仮置場へ搬入する場合は、分別等のルールと仮置場の場所等を周知する必要がありま

す。そのため地域ごとに効果的な広報手法により周知します。 

 

③ 仮置場での作業内容 

・仮置場内で車両の誘導及び災害廃棄物の荷下し補助、分別等の作業を行います。災害廃棄物

の搬入車両が多い時期には、少なくとも1つの仮置場で20名程度の人数が必要となるため、

自ら対応できない場合に備え、仮置場内作業の業務委託を検討します。 

 

  

受付

金属
くず

畳

その他の
家電

可燃ごみ

家電
4品目

入口 出口

木くず

瓦

コンクリート
がら

ガラス陶磁器くず

石膏
ボード・
スレート板

消火
設備

布団類

※分別品目ごとの面積の割合は例で 

あり、災害や損壊家屋等の種類に 

よって変化する。 
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④ 仮置場の管理 

・表 3-8のとおり、仮置場の管理を実施するため、職員を配置し、または事業者等へ業務委託

します。 

 

⑤ 仮置場の返還 

・仮置場を設置した場合は、災害廃棄物の搬出、仮設処理施設の解体撤去後、土壌調査を実施

し、返還に係る条件に従い原状復旧して所有者へ返還します。 

 

表 3-8 仮置場の管理 

飛散防止策 ・粉じんの飛散を防ぐため、散水を適宜実施します。 

・ごみの飛散防止のため、覆い（ブルーシート等）をします。 

・仮置場周辺への飛散防止のため、ネット・フェンス等を設置します。 

臭気・衛生対策 ・腐敗性廃棄物は長期保管を避け、優先的に焼却等の処理を行いま

す。 

・殺虫剤等薬剤の散布を行います。 

火災防止対策 ・可燃性廃棄物は、積み上げは高さ 3m 以下、災害廃棄物の山の設置

面積を 200m2以下、災害廃棄物の山と山との離間距離は 2m 以上と

します。 

作業員の安全管理 ・作業員は、防塵マスク、ヘルメット、安全靴、手袋、長袖を着用し

ます。 

仮置場の監視 ・他市町村からの災害廃棄物の搬入を防止するため、被災者の身分証

や搬入申請書等を確認して搬入を認めます。 

・生ごみや危険物等の不適切な廃棄物の搬入を防止するため、仮置場

入口に管理者を配置し、確認・説明を行います。 

・仮置場の搬入受入時間を設定し、時間外は仮置場入口を閉鎖しま

す。 

・夜間の不適切な搬入や安全確認のため、パトロールを実施します。 

災害廃棄物の数量の

管理 

・日々の搬入・搬出管理（計量と記録）を行います。停電や機器不足

により台貫等による計量が困難な場合は、搬入・搬出台数や集積し

た災害廃棄物の面積・高さを把握することで、仮置場で管理してい

る廃棄物量とその出入りを把握します。 

出典：災害廃棄物対策指針を基に作成 
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◆仮置場設置時の留意点 

仮置場を設置する場合は、以下に留意して仮置場の設置を進めます。 

・ 仮置場を開設する際に土壌汚染の有無を把握するように努めます。 

・ 仮置場内の搬入・通行路は、大型車が走行できるように整備します。 

・ 仮置場内の渋滞や混乱を避けるために一方通行の動線とし、分別種類ごとの分別配置図と

看板を設置します。 

・ 不法投棄を避けるため、仮置場までの主な道路に案内看板等を設置します。 

・ 仮置場までの道路渋滞の発生を防ぐため、仮置場の搬入・搬出ルートを警察と相談します。 

・ 仮置場では火災のおそれがあり、危険物や有害物が保管されることもあることから、仮置

場の設置場所等を消防に連絡します。 

・ 水害等による災害廃棄物から汚水の発生が懸念され

る場合、遮水シートの設置等により汚水による公共

水域や地下水の汚染の防止に努めます。また、必要

に応じて排水溝や排水処理設備等を設置する等によ

り、敷地外への漏出防止対策が必要となります。 

 

 

出典：茨城県市町村災害廃棄物処理計画策定指針 

（平成 29（2017 年）年 2 月） 

 

 

2) 平常時 

① 仮置場候補地の選定 

・速やかに被災現場から災害廃棄物を搬出するため、災害直後から仮置場を確保することが重

要です。特に水害では、水が引くと直ちに災害廃棄物が搬出されます。そのため、被害想定

に対応した仮置場の面積、設置場所及び設置数を考慮し、仮置場候補地を選定します。 

・災害廃棄物を再生利用するための保管場所として、また、災害廃棄物の適切な処理を行うた

めに必要な選別、破砕、焼却等を行う場所として、二次仮置場が必要となる場合があります。

そのため、二次仮置場は、一次仮置場よりも広い面積の候補地を選定します。 

・仮置場候補地の近隣住民に対して、仮置場の必要性について説明し、理解を得るように努め

ます。 

・仮置場候補地内の分別配置図の作成等について準備します。 

 

② 仮置場の必要面積の推計（震災発生時） 

被害想定により推計した災害廃棄物発生量を基に、仮置場の必要面積を推計すると、必要な

仮置場は、約 4haとなります。 

 

  

遮水シートを敷設した仮置場の事例
出典：仙台市 HP 
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表 3-9 仮置場の必要面積 

項目 
発生量 

（t） 
見かけ比重 

発生量 

（㎥） 

年間処理量 

（㎥） 

仮置場面積 

（㎡） 

可燃物 16,449 0.4 41,123 13,708 9,139 

不燃物 133,095 1.1 120,995 40,332 32,266 

合計 149,544 
 

162,118 54,040 41,405 

積上げ高さ（可燃物） 3m     

積上げ高さ（不燃物） 5m     

作業スペース 1     

処理期間 3年     

 

【仮置場の必要面積の推計方法】 

 面 積＝集積量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（1＋作業スペース割合） 

集積量＝災害廃棄物発生量－処理量 

処理量＝災害廃棄物発生量÷処理期間 

見かけ比重 ：可燃物 0.4（t/㎥）、不燃物 1.1（t/㎥） 

積み上げ高さ ：5m 以下が望ましい。 

作業スペース割合：0.8～1 

出典：災害廃棄物対策指針技術資料 1-14-4 

 

・災害廃棄物全量が仮置場に搬入されて一時的に保管することを仮定する場合の必要面積は、以下

のように簡易に考えることもできます。 

   面積＝災害廃棄物の発生量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（1＋作業スペース割合） 

 

 

③ 仮置場の必要面積の推計（水害発生時） 

被害想定により推計した災害廃棄物発生量を基に、仮置場の必要面積を推計すると、必要な

仮置場は、約 0.4haとなります。 

 

表 3-10 災害廃棄物種類別の発生量（全壊・半壊分） 

災害廃棄物の種類 
発生量 
（全壊・t） 

発生量 
（半壊・t） 

合計 
（t） 

組成 

木くず 
（柱角材） 

0 92 92 可燃物 

コンクリートがら 0 1,788 1,788 不燃物 

コンクリートがら 
（瓦） 

0 40 40 不燃物 

金属くず 0 92 92 不燃物 

可燃物 0 241 241 可燃物 

不燃物 0 771 771 不燃物 

腐敗性廃棄物 
（畳） 

0 5 5 可燃物 
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災害廃棄物の種類 
発生量 
（全壊・t） 

発生量 
（半壊・t） 

合計 
（t） 

組成 

廃家電製品 
（家電 4品目） 

0 7 7 不燃物 

その他処理困難な廃棄
物等 

（石膏ボード） 
0 45 45 不燃物 

合計 0 3,081 3,081 
 

  ※小数点以下四捨五入のため合計値が合わない場合がある。 

 

表 3-11 仮置場の面積（全壊・半壊分） 

項目 
発生量 

（t） 
見かけ比重 

発生量 

（㎥） 

年間処理量 

（㎥） 

仮置場面積 

（㎡） 

可燃物 338 0.4 845 845 564 

不燃物 2,743 1.1 2,494 2,494 998 

合計 3,081 
 

3,339 3,339 1,562 

積上げ高さ（可燃物） 3m     

積上げ高さ（不燃物） 5m     

作業スペース 1     

処理期間 1年     

 

表 3-12仮置場の面積（床上・床下分） 

 

一次仮置場 

床上浸水棟数 

(棟) 

床下浸水棟数 

(棟) 

1棟あたり 

仮置場面積 

(㎡) 

必要面積 

(㎡) 

合計 223 312 5.8 2,199 

 

表 3-13 仮置場の面積合計 

半壊分(㎡) 床上・床下分(㎡) 仮置場面積合計(㎡) 

1,562 2,199 3,761 
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◆仮置場候補地の選定の際に考慮する点 

 仮置場候補地は、以下の点を考慮して平常時に選定します。 

＜選定を避けるべき場所＞ 

・学校等の避難場所として指定されている施設及びその周辺はできる限り避ける。 

・周辺住民、環境、地域の基幹産業への影響が大きい地域は避ける。 

・水害による災害廃棄物は、汚水を発生するおそれがあることから水源に留意し、近接する場

所を避ける。 

・浸水想定区域等を避ける。（市町村が策定したハザードマップを参照すること） 

・二次仮置場は、長期間に渡り、大量の災害廃棄物を仮設処理施設により破砕選別、焼却処理

を行う場合があるため、周辺環境へ影響を考慮して選定する。 

＜候補地の絞込み＞ 

・重機等により災害廃棄物を分別・保管するため、できる限り広い面積を確保する。 

・公園、グラウンド、公民館、廃棄物処理施設等の公有地。 

・未利用工場跡地等で長期間利用が見込まれない民有地（借り上げ）。 

・候補地に対する自衛隊の野営場や避難所・応急仮設住宅等、他の土地利用のニーズの有無を

確認する。 

・効率的な搬出入ルート、必要な道路幅員が確保できる。 

・敷地の搬入・通行路は、大型車が走行できるようコンクリートまたはアスファルト敷が好ま

しい。 

・長期間使用できることが好ましい。 

・必要な消火用水、仮設処理施設の電源・水源が確保できることが好ましい。 
 

出典：災害廃棄物対策指針を基に作成 
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（4）分別の徹底 

災害廃棄物の分別は極めて重要です。分別の徹底は、処理期間の短縮や最終処分量の削減、

処理費用の削減につながります。 

 

1) 災害時 

分別を徹底するため、以下の①～③を実施します。 

① 被災家屋等からの搬出時における広報 

・仮置場で分別を徹底するためには、被災家屋等からの搬出時における分別が特に重要となり

ます。被災者に対して、同じ袋に複数の種類の災害廃棄物を混合して入れないこと等、分別

について周知します。 

・高齢者や障がい者等の損壊家屋等から災害廃棄物を搬出・運搬するには、ボランティアの協

力が必要です。ボランティアへ災害廃棄物の分別について周知します。 

 

② 仮置場での分別配置図の配布、看板の設置 

・仮置場では、円滑に通行できるよう一方通行の動線とします。 

・仮置場内の配置が分かりやすいよう配置図を事前配布または入口で配布します。 

・仮置場内の分別品目ごとの看板を作成し、設置します。 

 

 
※分別品目ごとの面積の割合は例であり、災害や損壊家屋等の種類によって変化する。 

図 3-5 一次仮置場の分別配置の例 

 

③ 仮置場での分別の指導 

・分別品目ごとに、数名の作業員を配置し、車両からの荷下ろしを手伝い、分別配置の指導を

行います。 

・同じ袋に複数の種類の災害廃棄物が入っている場合は、袋から出して分別を行うよう持ち込

み者に依頼するとともに作業を手伝います。禁忌品がある場合は持ち帰るよう依頼すること

で、仮置場内の分別を徹底します。 

・火災予防のため、ガスボンベ、灯油タンク等の危険物は搬入しないよう確認します。搬入さ

れてしまった場合は、他の災害廃棄物と分けて保管します。 

受付

金属
くず

畳

その他の
家電

可燃ごみ

家電
4品目

入口 出口

木くず

瓦

コンクリート
がら

ガラス陶磁器くず

石膏
ボード・
スレート板

消火
設備

布団類
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畳は高さ 2m以下程度に積み上げ風通しを良くする 

平成 27年（2015年）関東・東北豪雨の栃木市の仮置場 

危険物等を分別保管 

東日本大震災の仮置場（平成 23年（2011年）） 

 

  

 

 

家電 4品目に分け、家電リサイクル法の事業者グル 

―プ分けに従い、Aグループと Bグループに分ける。 

 

看板・案内図の設置 

 

作業員の配置 

平成 28 年（2016 年）熊本地震の仮置場（平成 28 年（2016 年）6 月） 

 

2) 平常時 

・災害廃棄物の分別の重要性や方法について、市民へ啓発を行います。 

・仮置場内での分別に必要な作業（分別配置図の作成・配布、看板の作成・設置、分別指導、

荷下ろし補助等）について、準備します。 

・置場内で分別の指導や荷下ろし補助をする作業員の確保について検討します。災害廃棄物の

搬入車両が多い時期には、少なくとも 1 つの仮置場で 20 名程度の人数が必要となるため、

仮置場内の作業を業務委託することを検討します。 

 

  



 －33－ 

（5）収集運搬 

災害廃棄物により生活環境に支障が生じないようにするためには、発災後、速やかに収集運

搬体制を確保し、災害廃棄物を撤去することが重要です。 

水害時には、水分を多く含む畳や家具等の粗大ごみが多量に発生するため、平常時の生活ご

みを収集運搬する人員及び車両等の体制では困難になります。そのため、人員、車両の増加や

重機を用いる等の対応が必要です。 

 

1) 災害時 

① 収集運搬車両の確保 

・被災地の状況を把握して、車両を手配します。大型車の方が運搬効率は良いのですが、小型

車でないと通行できない道路もあります。収集運搬車両等が不足する場合は、近隣市町村や

県へ支援要請を行います。 

 

② 収集運搬方法の決定 

・収集運搬能力や交通事情等を踏まえ、災害廃棄物を仮置場へ搬入する方法を決定します。（表

3-8）。 

・災害廃棄物を仮置場へ搬入する方法は、被災者による搬入を基本とします。被災者が災害廃

棄物を排出する場所は、市が指定する仮置場とします。また、被災者が仮置場へ搬入する場

合、仮置場内で被災者に分別を指導します。 

 

③ 収集運搬ルートの決定 

・平常時に検討した収集運搬方法やルートを基に、道路の被災状況や交通渋滞を考慮した効率

的なルートを決定します。 

 

2) 平常時 

① 収集運搬に係る車両の確保・連絡体制 

・本市及び事業者が所有する廃棄物収集運搬車両の台数を把握します。パッカー車だけではな

く、平積み車両の台数も把握します。 

・収集運搬に係る連絡体制について、関係事業者の一覧表を作成し、随時更新・共有します。 

 

② 収集運搬方法の検討 

・収集運搬能力や交通事情等を踏まえ、災害廃棄物を仮置場へ搬入する方法について検討しま

す。本市が収集して仮置場へ搬入する場合には、被災者が災害廃棄物を排出する場所につい

ても併せて検討します。 

・効率の良い収集運搬ルートを検討します。洪水ハザードマップで浸水想定区域を確認します。 
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表 3-14 災害廃棄物の収集運搬方法 

 市町村による収集・仮置場への搬入 被災者による仮置場への搬入 

概
要 

· 被災者が、災害廃棄物を市町村の指定

場所に分別して搬出します。 

· 市町村が収集運搬車両ごとに品目を

定めて収集し、仮置場に搬入します。 

· 被災者が、自ら調達した車両等を利用

して仮置場へ搬入し、分別しながら荷

下ろしをします。 

特
徴
・留
意
点 

【特徴】 

· 被災者の負担を小さくできます。 

· 仮置場の設置数を抑制できます。 

· 収集段階で分別できます。 

【留意点】 

· 収集運搬員・作業員数を多く要しま

す。 

· 収集運搬計画を立てる必要がありま

す。 

· 収集段階で確実な分別をするために、

収集運搬員・作業員へ災害廃棄物の収

集運搬に関する教育が必要になりま

す。 

· 収集運搬能力が不足すると、路上に災

害廃棄物が溢れて交通に支障をきた

す事態となります。 

【特徴】 

· 短期間に被災地から災害廃棄物を搬

出できます。 

 

【留意点】 

· 搬入車両により、渋滞を招くおそれが

あります。 

· 被災者の利便性のため、仮置場の設置

数を多くする必要があります。 

· 被災者の負担が大きくなります。 

· 仮置場作業員が不足すると、分別の徹

底が難しくなります。これにより、多

量の混合廃棄物が発生するおそれが

あります。 

 

（6）処理・処分 

災害廃棄物は、種類や性状に応じて破砕選別や焼却等の中間処理を行い、再生利用、最終処

分を行います。施設を運営する組合で処理しきれない場合には、県内の市町村及び事業者の支

援により処理を行います。 

処理方法や処理業務の発注については、生活環境に支障が生じないよう廃棄物処理法等の関

連法令に従い、適正に処理することを基本とし、再生利用の推進と最終処分量の削減、処理の

スピード及び費用の点を含めて総合的に検討し決定します。 

 

1) 災害時 

① 処理・処分 

・破砕選別や焼却等の中間処理を行い、再生利用、最終処分を行います。被災状況に応じて、

県へ支援要請を行います。 

・仮設処理施設を設置する場合は、仮設処理施設の仕様作成及び二次仮置場の設計・積算を行

い、処理業務を発注します。 

 

② 再生利用 

・セメント原燃料や建設土木資材、バイオマスボイラー※用燃料等の再生利用先を確保し、その

受入条件に適合するように災害廃棄物を前処理します。なお、処理した資材が活用されるま

で仮置きするための保管場所を仮置場内に確保します。 
※：バイオマスボイラーとは、主に木くずを燃料としたボイラーです。熱や蒸気を利用する工場や発電の

ために設置されています。災害廃棄物処理においても木くずの利用先として重要です。  
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③ 仮設処理施設の設置 

・既設の廃棄物処理施設において目標期間内で処理しきれない等の場合、必要に応じて仮設処

理施設を設置し、破砕及び選別、焼却を行います。 

・混合廃棄物が多量に発生した場合、既存の廃棄物処理施設で処理することが難しいため、仮

設処理施設を設置して処理することが想定されます。 

 

④ 混合廃棄物の処理 

・混合廃棄物は、可燃物、不燃物、細かいコンクリート片、土砂、金属等を含むため、できる

限り選別処理することで再生利用を図ります。また、危険物や思い出の品等を含むこともあ

るため、これらに留意して処理を行います。 

・図 3-6のように重機による選別・手選別の他、複数の破砕選別工程で処理します。手選別を

行う場所や処理物の保管の場所は、気候の影響を受けないよう仮置場内に仮設テント等の設

備を設置して対応します。 

 

 
出典：東北地方環境事務所「東日本大震災により発生した被災 3 県（岩手県・宮城県・福島県） 

における災害廃棄物等の処理の記録」平成 26 年（2014 年）9 月 

図 3-6 混合廃棄物処理工程の例 

 

 

 

 

 

 

 

 
仮設施設内の手選別工程               可燃物の貯留ヤード 
（宮城県岩沼市、平成 25年（2013年）2月）     （宮城県石巻市、平成 25年（2013年）6月） 

  

【処理工程】 【選別物】 【処理・処分】

貴重品・思い出の品 保管・市民へ返却

手選別 有害物・危険物 処分

重機選別 金属等 リサイクル

可燃物 焼却処理

コンクリートがら リサイクル

振動ふるい 不燃物 最終処分・
セメント原燃料化

磁力選別 木くず 焼却処理・リサイクル

手選別 金属 リサイクル

比重差選別 細粒分（ふるい下） 改質・洗浄処理

選別方法の組合せ

回転ふるい

粗破砕

二次破砕

粗選別
混

合

廃

棄
物
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⑤ 仮設処理施設の解体撤去 

・環境に配慮しつつ仮設処理施設の解体撤去を行い、解体撤去に伴って発生する廃棄物の適正

処理を行います。 

 

2) 平常時 

損壊家屋等の解体により発生する木くずやコンクリートがら等の災害廃棄物は、一般廃棄物

処理施設及び産業廃棄物処理施設の余力で処理することになりますので、災害廃棄物の処理可

能量を推計します。 

 

① 中間処理 

焼却施設における災害廃棄物処理可能量 

本市では新しい施設が稼働する予定です。新施設では、災害廃棄物を焼却する余裕を見込ん

でおり、その量は発生量の 15％と設定しています。 

したがって、本市の可燃ごみの発生量は約 14,600ｔ／年（3 カ年の平均）であるため、約

2,200ｔの焼却が可能です。 

 

破砕施設における災害廃棄物処理可能量 

不燃系のごみは性状的には産業廃棄物に類似しているため、本市の施設では処理せずに、民

間事業者に委託するものとします。 
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② 再生利用・最終処分 

・災害廃棄物の最終処分量を削減するため、災害時においても再生利用を推進します。 

・県内で発生する建設系産業廃棄物についてみると、再生利用量は年間 176万トンであり、再

生利用率は 91％と高い水準になっています。損壊家屋等の解体から発生する災害廃棄物は、

建設系産業廃棄物と性状が似ており、産業廃棄物の処理施設で再生利用することが可能です。

（表 3-11） 

 

表 3-15 茨城県の建設系産業廃棄物の再生利用率 

産業廃棄物の種類 
年間再生利用量 

（万トン） 

再生利用率 

（%） 

対応する災害 

廃棄物の種類 

がれき類 145.6  99%  コンクリートがら 

木くず 10.5  90%  木くず（柱角材） 

汚泥 8.4  42%  -- 

ガラス陶磁器くず 3.4  72%  瓦、石膏ボード 

廃プラスチック類 1.8  77%  可燃系混合廃棄物 

金属くず 0.9  100%  金属くず 

繊維くず 0.1  87%  畳 

混合物・その他 5.2  64%  不燃系混合廃棄物 

合 計 175.9  91%  -- 

出典：茨城県産業廃棄物実態調査 

 

・再生利用先を確保することが重要であり、平常時から再生利用先の情報収集・共有を進め、

また事業者との協力関係の構築に努めます。 

① 木くずは、パーティクルボード原料や製紙工場等のバイオマスボイラー燃料としての

利用先を確保します。 

② セメント原燃料として利用できるよう分別や処理を行い、また、焼却灰の資源化等に

より資源化率を高めます。 

・再生利用の促進のために、分別の徹底を図ります。 

・混合廃棄物が多量に発生した場合は、仮設処理施設による選別処理後に産業廃棄物処理施設

で処理・再生利用する必要が見込まれます。 

 

③ 最終処分 

現在、本市には一般廃棄物最終処分場がないため、焼却残渣及び不燃残渣等は、民間の最終

処分場へ委託処分しています。 

埋立対象ごみの性状等が、民間の最終処分場の受入基準に適合していることを確認したうえ

で委託します。 
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④ 処理フロー 

・各組合の処理施設での処理に加えて、産業廃棄物処理施設や資源化施設を活用する処理フロ

ーは図 3-7のとおりです。 

① 可燃物は、既存の焼却施設で処理し、最終処分量を削減するため、主灰はセメント原料

または溶融固化した後、建設土木資材として利用します。また、高い資源化率を目標と

して再生利用を進めます。 

・水害における処理フローは、図 3-7 のとおりです。一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理

施設等を活用し処理します。 

・震災時における処理フローは、図 3-8のとおりです。 

① 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設を最大限活用し、かつ必要となる仮設処理施

設の設置を想定します。 

② その他の不燃物は、様々な廃棄物が混合し、既存の施設で処理できないことが想定され、

そのままでは約 37千トンを埋立処分しなければなりません。そのため、破砕選別工程を

もつ仮設処理施設を設置して、残さ等の埋立処分量を少なくするよう工程を工夫します。 

 

 

図 3-7 災害廃棄物処理フロー（水害の場合） 

発生量合計 5.54千トン 既設焼却施設 焼却量　約 0.82千トン

木くず 0.09千トン 民間焼却施設 焼却量　約 0.0千トン

コンクリートがら
（瓦以外）

1.79千トン 飛灰 0.02千トン

コンクリートがら
（瓦）

0.04千トン 主灰 0.34千トン

金属くず 0.09千トン 原料・燃料

可燃物 0.82千トン セメント原燃料 資源化量　約 2.34千トン

不燃物 2.62千トン 建設土木資材

感染性廃棄物
（畳）

0.02千トン

廃家電製品
（家電4品目）

0.02千トン 埋立処分量　約 2.72千トン

その他処理困難な
廃棄物等（石膏ﾎﾞｰ
ﾄﾞ）

0.05千トン

切断

破砕

選別
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図 3-8 災害廃棄物処理フロー（震災時の場合） 

  

発生量合計 149.5千トン 既設焼却施設 焼却量　約 2.2千トン

木くず 4.5千トン 民間焼却施設 焼却量　約 9.5千トン

コンクリートがら
（瓦以外）

86.7千トン 飛灰 0.4千トン

コンクリートがら
（瓦）

1.9千トン 主灰 4.9千トン

金属くず 4.5千トン 原料・燃料

可燃物 11.7千トン セメント原燃料 資源化量　約 101.2千トン

不燃物 37.4千トン 建設土木資材

感染性廃棄物
（畳）

0.3千トン

廃家電製品
（家電4品目）

0.3千トン 埋立処分量　約 41.2千トン

その他処理困難な
廃棄物等（石膏ﾎﾞｰ
ﾄﾞ）

2.2千トン

切断

破砕

選別
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（7）適正処理が困難な廃棄物等への対応 

 

1) 災害時 

① 危険物・有害廃棄物、処理困難な廃棄物 

消火器、高圧ガスボンベ等の危険物や、農薬・薬品類、廃石綿等の有害廃棄物を生活環境保

全及び作業環境安全の観点から、他の災害廃棄物と分けて収集し、専門機関、専門処理業者へ

委託して適正に処理します。（表 3-16） 

 

表 3-16 危険物・有害廃棄物等の処理方法・留意点 

危険物・ 

有害廃棄物等 
処理方法 取扱上の留意点 

消火器 既存のリサイクル回収システム（特定窓

口、特定引取場所）等への引取依頼・再生

利用（日本消火器工業会） 

分別保管 

LPガスボンベ 専門業者による回収処理 

（全国 LPガス協会） 

分別保管 

高圧ガスボンベ 専門業者による回収処理 

（高圧ガス保安協会、地方高圧ガス管理

委員会） 

分別保管 

所有者が判明した場合は所有者

へ返却 

燃料タンク 

（灯油等） 

取扱店、ガソリンスタンド等へ引取依頼 分別保管、漏出防止 

有機溶剤 

（シンナー等） 

取扱店、廃棄物処理業者に引取依頼 分別保管、漏出防止 

廃蛍光灯 リサイクル回収業者へ引取依頼 分別保管、破損防止 

廃乾電池 リサイクル回収業者へ引取依頼 分別保管 

バッテリー リサイクル取扱店へ引取依頼 分別保管 

農薬・薬品類 取扱店、廃棄物処理業者に引取依頼 分別保管、移替等禁止 

感染性廃棄物 専門業者、廃棄物処理業者による回収処

理 

分別保管 

PCB含有廃棄物 

（トランス、コンデン

サ等） 

PCB 廃棄物は、PCB 特別措置法に従い、

保管事業者が適正に処理を行います。 

分別保管、破損漏洩防止 

PCB 含有不明の場合は、含有物

として取扱います。 

廃石綿等、石綿含有

廃棄物 

原則として仮置場へ搬入せず、直接溶融

処理または管理型最終処分場に搬入しま

す。 

石綿含有廃棄物を仮置場で一時

保管する場合は、破損しないよう

に注意します。 
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② 思い出の品等 

・思い出の品として例えば、位牌、アルバム、卒業証書、賞状、成績表、写真、手帳、携帯電

話、ビデオ、デジカメ等があげられ、これらを確認した場合は、本市が保管し、可能な限り

持ち主に返却します。その際、個人情報が含まれていることに留意し、保管します。 

・思い出の品等は、損壊家屋等の解体時に原則として所有者が立ち会い、解体業者が回収に努

めます。仮置場に搬入された場合は、仮置場の作業員が回収に努めます。 

・財布、クレジットカード、キャッシュカード、貴金属等の貴重品は、警察へ届けます。 

 

2) 平常時 

・有害物質取扱事業所について PRTR 制度（化学物質排出移動量届出制度）等の情報を活用し

ます。 

 

（8）損壊家屋等の解体撤去 

損壊家屋等は私有財産であるため、その処分についても原則として所有者が実施することと

なりますが、通行上支障がある場合や倒壊の危険性のある場合については、所有者の意思を確

認した上で、適切な対応を行うものとします。 

過去に阪神淡路大震災や東日本大震災、平成 28 年（2016 年）熊本地震において、国が特

例の財政措置を講じた例もあります。 

 

 

 

 

図 3-9 損壊家屋の解体撤去 

 

1) 災害時 

・現地調査による危険度判定や所有者の意思を踏まえて、損壊家屋の公費解体を行うか決定し

ます。 

・例外的に公費解体・撤去を行う場合は、地図情報等で整理した上で、倒壊の危険性のある損

壊家屋等を優先的に撤去します。 

・台帳等を利用して石綿の使用情報や危険物の混入状況等について、損壊家屋等の所有者等か

ら情報を集約し、作業環境の安全を保つため、損壊家屋等の解体や災害廃棄物の撤去を行う

関係者へ周知して、関係者へのばく露を防ぎます。また、他の廃棄物への混入を防ぎます。 

・高圧ガスボンベ（LP ガス等）、フロン類が使用されている機器、太陽光発電設備、大型蓄電

池等についても、損壊家屋等の解体や災害廃棄物の撤去を行う関係者へ注意を促します。 

  

 

所有者 

 

解体業者 

契約 

支払 

所有者と解体業者で契約 
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2) 平常時 

・税務部局や建設部局等と連携して、罹災証明、解体申請、解体事業発注、解体状況の確認等

についての手順や手続きを整理するとともに、庁内の連携体制を整えます。 

・家屋等の解体撤去をする場合は、思い出の品や貴重品を取り扱う必要があることを前提とし

て、保管場所や管理方法を検討します。 

・石綿の使用状況について、公共施設の管理者等から情報を収集し災害に備えます。 

 
出典：災害廃棄物対策指針 

図 3-10 本市が自ら解体撤去を行う場合の手順例 

表 3-17 石綿の飛散防止に関する注意点 

木造 · 結露の防止等の目的で吹付け材を使用している場合があるため、木造建築物におい

ては、「浴室」「台所」及び「煙突回り」を確認する。 

· 非飛散性であるが、屋根・天井・壁の成型板も確認する。 

鉄骨造 · 耐火被覆の確認を行う。 

· 書面検査で石綿の不使用が確認されない場合、耐火被覆が施工されていれば鉄骨全

面に施工されている可能性が高いので、棒等を使用して安全に配慮して試料採取・

分析確認を行う。 

鉄骨造・鉄筋コ

ンクリート造 

· 機械室（エレベータ含む）、ボイラー室、空調設備、電気室等は、断熱・吸音の目的

で、石綿含有吹付けの施工の可能性が高いので確認する。 

· 外壁裏打ち、層間塞ぎ、パイプシャフト、エレベータシャフト、最上階天井裏等も

注意する。 

建築設備 · 空調機・温水等の配管、煙突等の保温材・ライニング等を可能な範囲で把握する。 

出典：災害廃棄物対策指針技術資料 1-20-14 より作成 

      

石綿含有吹付けロックウール            石綿含有スレート波板（屋根・外壁） 

出典：目で見るアスベスト建材（第 2 版）国土交通省 平成 20 年（2008 年）3 月  

建物の危険度判定 
・り災証明書 

解体申請窓口の 
設置 

申請の受付 

申請方法の広報 

解体事業の発注 解体事業者の決定 

解体対象建物の 
整理 

解体の優先順位の 
検討 

解体事業者への 
指示・連絡 

建物所有者の立会 
（最終確認） 解体 解体状況の確認 
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3-2 環境保全対策・環境モニタリング・火災防止 

 

災害廃棄物の処理は、被災者の健康や生活環境の保全に配慮して適正に進めることが必要で

す。 

 

1) 災害時 

① 解体撤去現場における環境保全対策・環境モニタリング 

必要に応じて、石綿の飛散状況や騒音・振動に関する環境モニタリングを実施します。また、

事業者に対して、解体撤去または積替保管作業に伴う粉じんの発生防止、重機作業に伴う騒

音・振動防止に係る環境保全対策を実施するよう指示します。 

 

② 収集運搬における環境保全対策・環境モニタリング 

仮置場への収集運搬車両の通行による粉じんの発生、積載している災害廃棄物の飛散や落下

防止策を講じるよう収集運搬業者へ指示します。また、交通渋滞に伴う騒音・振動により、市

民の生活環境に影響が生じないよう状況を把握し、必要に応じて収集運搬ルートの見直しを実

施します。 

 

③ 仮置場における環境保全対策・環境モニタリング 

必要に応じて仮置場敷地境界や仮置場周辺で大気、水質等の環境モニタリングを実施します。

また、以下のような環境保全対策を実施します。 

・臭気や害虫が発生した場合、消毒剤等の薬剤の散布を専門機関（茨城県ペストコントロール

協会等）に相談して実施します。 

・石綿含有廃棄物が仮置場内に持ち込まれた場合は、シートによる被覆、またはフレキシブル

コンテナバッグ等に封入して保管します。 

 

④ 仮設処理施設における環境保全対策・環境モニタリング 

仮設処理施設の稼働に伴う排ガス、排水等の環境モニタリングを実施します。また、事業者

に対して、災害廃棄物の保管や仮設処理施設の稼働に伴う生活環境保全に係る対策の実施及び

廃棄物の適正処理を指示します。 

 

⑤ 仮置場における火災防止 

仮置場における災害廃棄物の保管等に際して、表 3-18、表 3-15 及び図 3-11 に示すよう

なモニタリング及び火災防止対策を実施するとともに、可燃物はできる限り早く仮置場から搬

出し、処理を実施します。 

 

  



 －44－ 

 

表 3-18 火災防止対策の例 

項 目 主な内容 

集積における

火災防止対策 

発火や温度上昇を防止するため、可燃物の積み上げ高さを 5m 以下に制限し、

一山あたりの設置面積を 200m2以下とします。また、火災が発生した場合の消火

活動や延焼防止のため、積み上げられる山と山は 2m 以上離して集積します。

（図 3-11） 

目視によるモ

ニタリング 

定期的に可燃物内からの煙の発生等について目視により確認します。 

モニタリングと

火災防止対策 

定期的に可燃物表層から 1m 内部の温度測定を実施し、温度が 60℃を超過しな

いよう、週 1 回は可燃物の切り返しを行い、放熱します。80℃以上の場合は切り

返しや掘削により酸素が供給されて発火に至る可能性があるため、切り返しは

行わないようにします。ガス抜き管を設置する場合は、堆積する初期に設置する

か、切り返し時に設置するようにします。 

自衛消防対策 消火栓、防火水槽、消火器の設置、作業員に対する消火訓練を実施するよう努

めます。 万一火災が発生した場合は、消防と連携し、迅速な消火活動を実施し

ます。 

出典：震災対応ネットワーク（廃棄物・し尿等分野）国立環境研究所「仮置場の可燃性廃棄物の火災予防（第二

報）」より作成 

 

 

出典：震災対応ネットワーク（廃棄物・し尿等分野）国立環境研究所「仮置場の可燃性廃棄物の火災予防（第二報）」 

図 3-11 可燃性廃棄物を並べて配置する場合 
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2) 平常時 

災害時に配慮する必要がある環境保全対策及び環境モニタリング、火災防止について理解を

深めます。（表 3-18、表 3-15 及び図 3-11 参照） 

 

表 3-19 災害廃棄物処理における環境保全対策と環境モニタリング 

場所等 環境影響 対策例 モニタリング項目 

解体 

撤去 

現場 

大気 解体撤去、積替保管等作業に伴う粉

じんの発生 

散水 

飛散防止対策 

粉じん 

解体作業による石綿含有廃棄物（建

材等）の飛散 

破砕防止 石綿（特定粉じん） 

騒音 

振動 

解体撤去等の重機作業に伴う騒音振

動の発生 

低騒音型重機 

防音対策 

騒音レベル 

振動レベル 

収集 

運搬 

大気 運搬車両の排ガス、粉じんの発生 

災害廃棄物の飛散・落下 

渋滞に伴う騒音振動の発生 

車両のタイヤ洗

浄、荷台カバー 

調査･交通誘導 

粉じん 

騒音レベル 

振動レベル 

仮置場 大気 積込・積替え等の重機作業による粉じ

んの発生 

散水 

飛散防止対策 

粉じん 

災害廃棄物保管による有害ガス、可

燃性ガスの発生、火災発生 

積上げ高さ制限 

設置間隔確保 

消火器 

温度、一酸化炭素、

可燃性ガス 

石綿含有廃棄物の一時保管による飛

散 

飛散防止・分別 石綿（特定粉じん） 

騒音 

振動 

積込・積替等の車両通行、重機作業

に伴う騒音振動の発生 

低騒音型重機 

防音対策 

騒音レベル 

振動レベル 

土壌 災害廃棄物からの有害物質等の漏出

による土壌汚染 

遮水対策 

 

有害物質 

臭気 

等 

災害廃棄物の保管、破砕選別処理に

伴う臭気の発生 

害虫の発生 

腐敗物の優先処

理、殺菌剤・殺虫

剤の散布 

特定悪臭物質濃度 

臭気指数（臭気強

度） 

水質 降雨による災害廃棄物からの有害物

質、浮遊物質等の流出 

遮水対策 

雨水排水溝 

環境基準項目 

仮設処

理施設 

大気 仮設処理作業に伴う粉じんの発生 散水 

飛散防止対策 

粉じん 

仮設焼却施設からの排ガスの発生 排ガス処理 ダイオキシン類 、

NOx、SOx、塩化水

素、ばいじん 

騒音 

振動 

仮設処理に伴う騒音振動の発生 低騒音型機器 

防音対策 

騒音レベル 

振動レベル 

水質 仮設処理施設等からの排水の発生 排水処理 排水基準項目   
出典：「災害廃棄物分別・処理実務マニュアル～東日本大震災を踏まえて～」（一般社団法人廃棄物資源循環学会

／編著）を基に作成 
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3-3 生活ごみ・避難所ごみ・し尿 

 

（1）生活ごみ・避難所ごみ・し尿の発生 

1) 生活ごみ・避難所ごみの発生 

・災害時の避難所では、調理ができないことから非常食を食べることになります。そのため、

非常食の容器等のごみが多く発生し、また、使用済み衣類や簡易トイレ等の平常時とは異な

るごみが発生します。 

・既存の処理施設が被災した場合、避難所ごみを含む生活ごみの処理を近隣の市町村に要請す

ることになるため、避難者数や生活ごみの発生原単位等から避難所ごみを含む生活ごみの発

生量を推計し、収集運搬及び処理体制を検討します。 

※避難所ごみの発生原単位は、便宜上、生活ごみの発生原単位を用いて推計します。 

 

表 3-20 最大規模の災害時における避難所ごみの発生量 

総人口 
生活ごみ排出量 粗大ごみ除く

生活ごみ 

生活ごみ 

原単位 

  発災当日 

  粗大ごみ   避難所人口 避難所ごみ 

（人） （t/年） （t/年） （t/年） （g/人・日）   （人） （t/日） 

51,822 10,842 18 10,824 572.2 
 

1,500 0.9 

 

2) し尿の発生 

災害時における避難所等のトイレ対策は、健康管理や衛生対策を進める上で非常に重要です。

災害時には、停電や断水、下水道配管の損傷等により水洗トイレが使用できないおそれがあり、

仮設トイレから発生するし尿が多くなると想定されます。 

水害の場合は、浄化槽が水没し、トイレが使用できないおそれがあります。 

・仮設トイレが避難者だけではなく、断水等により水洗トイレが使用できなくなった在宅市民

が利用することを考慮し、適正な数を設置します。 

・し尿の発生量は、災害時におけるし尿収集必要人数に発生原単位を乗じて推計します。最大

規模の災害時におけるし尿発生量は 68.5kL/日であり、災害前と比較して約 1.7倍となりま

す。また、仮設トイレ必要基数は 518基と想定されます。（表 3-21） 

 

表 3-21 最大規模の災害時におけるし尿の発生量と仮設トイレの必要基数 

 災害前(収集量) 災害時 

し尿発生量 40.9kL/日*1 68.5kL/日 

仮設トイレ必要基数 － 518基 

※1 一般廃棄物処理実態調査のし尿収集量の内、浄化槽汚泥を除く、くみ取りし尿の 1 日当たり収集量。 

 

表 3-22 最大規模の災害時におけるし尿の発生量 

総人口 水洗化人口 
非水洗化 

人口 

自家処理 

人口 

  発災後 

  避難所人口 

断水による

仮設トイレ 

必要人数 

非水洗化区

域し尿収集

人口 

し尿処理量 

（人） （人） （人） （人）   （人） （人） （人） （kL/日） 

51,822 50,280 1,542 0 
 

1,500 24,413 1,497 68.5 
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表 3-23 最大規模の災害時における仮設トイレの必要基数 

発災後 

仮設トイレ

必要基数 

（基） 

避難所人口 

断水による

仮設トイレ

必要人数 

仮設トイレ

必要人数 

合計 

仮設トイレ

設置目安 

（人） （人） （人） （L/人・日） 

1,500 24,413 25,913 50 518 

 

表 3-24 平常時におけるし尿の発生量 

し尿発生量 
浄化槽汚

泥発生量 

発生量 

合計 
日発生量合計 

（kL／年） （kL／年） （kL／年） （kL/日） 

14,924 
 

14,924 40.9 

 

【災害時のし尿発生量】＝災害時におけるし尿収集必要人数×1 人 1 日平均排出量 

＝（①仮設トイレ必要人数＋②非水洗化区域し尿収集人口）×③1 人 1 日平均排出量 

①仮設トイレ必要人数＝避難者数＋断水による仮設トイレ必要人数 

断水による仮設トイレ必要人数＝｛水洗化人口－避難者数×（水洗化人口／総人口）｝×上水

道支障率×1／2 

水洗化人口  ：平常時に水洗トイレを使用する住民数：下水道人口、コミニティプラント人

口、農業集落排水人口、浄化槽人口 

総人口    ：水洗化人口＋非水洗化人口 

上水道支障率：断水世帯数／市内世帯数、または断水人口／市内人口 

1／2    ：断水により上水道が支障する世帯の約 1／2 の市民が仮設トイレを使用する

と仮定。 

②非水洗化区域し尿収集人口＝くみ取り人口－避難者数×（汲取人口／総人口） 

③1 人 1 日平均排出量＝2.5L／人・日（一般廃棄物処理実態調査の平成 29 年度（2017 年度）

全国平均） 

 

出典：一般廃棄物処理実態調査 

 

【仮設トイレの必要基数】＝仮設トイレ必要人数／仮設トイレ設置目安 

・仮設トイレ設置目安＝仮設トイレの容量／し尿の 1 人 1 日平均排出量／収集計画 

・仮設トイレの平均的容量：例 400L 

・1 人 1 日当たりのし尿排出量 2.5Ｌ/人日(一般廃棄物処理実態調査の平成 29 年度（2017 年度）全国平

均） 

・収集計画： 3 日に 1 回の収集 

出典：災害廃棄物対策指針技術資料 
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◆仮設トイレの設置及び管理における留意点 

 仮設トイレの設置及び管理においては、以下の点に留意する必要があります。 

・仮設トイレの設置に係る情報は、地域防災計画に基づく担当者へ集約します。 

・洋式、車いす用等の仮設トイレや携帯トイレが不足する場合は、その種類と必要基数、場所

を伝えて支援要請します。 

・トイレットペーパーや消臭剤を備蓄し、使用者同士で清掃や衛生面の管理を行うよう啓発を

行います。仮設トイレは、女性用と男性用を分けて設置する、夜間の照明を確保する等の配

慮が必要です。 

・避難所の仮設トイレは、収集運搬車両が入ることができる場所に設置されることを確認して

おきます。 

出典：茨城県市町村災害廃棄物処理計画策定指針（平成 29 年（2017 年度）2 月） 

 

（2）生活ごみ・避難所ごみ・し尿の収集運搬と処理 

 

1) 災害時 

① 生活ごみ・避難所ごみ・し尿の収集運搬 

・避難所ごみを含む生活ごみは、仮置場に搬入せず既存の施設で処理を行います。 

・避難所ごみとし尿の発生量を把握します。 

・避難者数及び避難所の設置数・場所に基づき、収集ルートを決定し、収集運搬を迅速に開始

できるようにします。 

・収集運搬車両数の不足状況を県へ連絡します。 

・水害では、くみ取り式の便槽や浄化槽が水没し、槽内に雨水や土砂等が流入することがあり

ます。そのため、便槽や浄化槽の所有者が速やかにくみ取り、清掃、周囲の消毒を行うよう

に周知します。 

 

② 生活ごみ・避難所ごみ・し尿の処理 

・一般廃棄物処理施設の被害状況を県へ報告します。被害がある場合には、復旧予定及び避難

所ごみ・し尿の受入れ時期を県へ報告します。 

 

③ 仮設トイレ 

・避難所設置場所毎の避難者数に基づき、仮設トイレを設置・増設します。 

・仮設トイレを調達できない場合、県へ支援要請を行います。 

 

2) 平常時 

① 生活ごみ・避難所ごみ・し尿の収集運搬 

・避難所から排出されるごみやし尿の収集ルートを検討することを想定し、避難所の数及び場

所を把握します。 

・水害等の発生時を想定し、過去の浸水被災例や洪水ハザードマップを参考に収集運搬ルート

を確認し、関係者で共有します。 

・収集運搬車両の調達方法を確認します。（表 3-25） 
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・災害時における収集運搬業者への連絡方法を確認します。災害時は、避難所の開設・閉鎖、

避難者数、道路被害・復旧状況等が日々変化するため、収集運搬業者と頻繁に連絡をとる必

要があることから、災害時における連絡方法を決定しておきます。 

 

表 3-25 本市の収集運搬車両台数 

車両 委託 許可 合計 

ごみ収集車 パッカー車 5台 77台 82台 

平ボディ 2台 18台 20台 

コンテナ車 － 29台 29台 

フルトレーラ － 3台 3台 

合計 7台 127台 134台 

し尿収集車 バキューム車 － 25台 25台 

 

② 仮設トイレ 

・災害時の仮設トイレの備蓄を進めます。高齢者や幼児が使いやすい洋式タイプや、車いす用

のものも調達します。 

・仮設トイレのレンタル事業者と協定の締結等を進め、災害時に仮設トイレが不足しないよう

にします。 

 

（3）一般廃棄物処理施設の強靭化と復旧 

 

1) 災害時 

・一般廃棄物処理の運営・管理担当者は、平常時に作成した緊急対応マニュアルに基づき、一

般廃棄物処理施設を安全に停止させ、被害状況を把握します。復旧工事が必要となる場合は、

プラントメーカー等の処理施設関係者に連絡、協議を行い、できる限り早く再稼働できるよ

うにします。 

・被災状況に応じて、県及び近隣市町村へ支援要請を行います。一般廃棄物処理施設が被災し

ていない場合は、被災した市町村の廃棄物を受け入れる体制を検討します。 

・被災した施設の復旧に係る事業は、国庫補助の対象となるため、その申請に係る事務を行い

ます。 

 

2) 平常時 

・一般廃棄物処理施設の耐震化を推進し、設備の損壊防止対策を実施するよう努めます。 

・洪水ハザードマップ等に基づき、防水壁の設置や地盤の嵩上げを検討し、重要機器や受配電

設備等は想定浸水レベル以上に配置する等の浸水対策を行います。 

・一般廃棄物処理の運営・管理担当者は、非常用発電設備の設置や補修等に必要な資機材、燃

料、排ガス処理に使用する薬品、焼却炉の冷却水の備蓄を行い、災害時にも処理が継続でき

るよう努めます。 

・一般廃棄物処理に係る災害時の BCP（事業継続計画）を策定し、施設の緊急停止、点検、補

修、稼働に係るマニュアルの作成に努めます。  
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3-4 処理業務の進捗管理 

 

1) 災害時 

 

① 計量等の記録 

・災害廃棄物の仮置場への搬入・搬出量を車両の台数や計量器で計量し、記録します。また、

解体家屋数、処分量等の量を把握し、進捗管理を行います。（表 3-26） 

・災害廃棄物を仮置場から搬出する際は、管理伝票を用いて処理量、処理先、処理方法等を把

握します。 

 

② 災害廃棄物処理の進捗管理 

・災害廃棄物処理の進捗管理に係る人員が不足する場合は、事業者への進捗管理業務の委託を

検討します。県は、市町村から報告を受け、災害廃棄物処理の進捗状況を把握します。 

 

③ 協議会の設置 

・必要に応じて、災害廃棄物の処理を円滑に推進するための関係者による協議会を設置し、処

理の全体調整、進捗管理を行います。 

 

④ 災害報告書の作成 

・災害廃棄物の処理と並行して、災害廃棄物処理に係る国庫補助申請の準備をします。補助金

の事務を円滑に進めるために、災害廃棄物の数量や仮置場の写真、作業日報（作業日、作業

者数、重機種類・台数、運搬車両種類・台数等を記載）、事業費算出の明細等を整理します。

（災害関係業務事務処理マニュアル（自治体事務担当者用）平成 26 年（2014 年）6 月を

参照） 

・災害廃棄物処理に係る国庫補助の事務について必要な知識を有する職員を配置します。 

 

表 3-26 記録の種類 

段 階 記 録 

仮置場の搬入・搬出

における記録 

・搬入・搬出重量及び車両台数、種類別・積載量、発生元の地域、搬出先等 

・車両 1台毎の写真、日ごとの作業員数・施工状況写真 

・災害廃棄物の集積面積・高さによる推計量の変化 

処理における記録 種類別処理方法別（焼却、リサイクル、最終処分）の処理前・処理後の数量 

 

2) 平常時 

・災害廃棄物処理に係る国庫補助申請で必要となる報告書の作成等について、必要な知識の習

得に努めます。 
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4．災害廃棄物対策の推進・計画の進捗管理 

 

平常時から災害廃棄物処理に係る備えを進め、県・他市町村・事業者・市民の連携により災害

廃棄物の円滑かつ迅速な処理を通じて早期の復旧復興につなげるとともに、環境負荷の低減、経

済的な処理を実現します。 

 

（1）計画による実行力の向上 

・本計画を通じて庁内及び県、他市町村、事業者、市民とともに災害への備えの重要性を共有

し、それぞれの行動につなげるよう働きかけます。 

・災害廃棄物処理に関連して BCPを策定し、災害時の行動の強化を図ります。 

 

（2）情報共有と教育・訓練の実施 

・これまでの災害廃棄物処理の経験を継承し、経験を生かしていくことで、今後の災害廃棄物

処理に係る対応力の向上につなげます。 

・県、他市町村、事業者等の関係者との情報共有・コミュニケーションを図り連携を強化する

とともに、目的に応じた効果的な教育・訓練を定期的に実施します。 

 

（3）進捗管理・評価による課題の抽出 

・災害廃棄物処理に備えた体制を構築していくため、県や事業者その他の関係機関・関係団体

との連絡を密にします。教育・訓練履修者の数や仮置場候補地の選定等の進捗状況を毎年確

認するとともに、県等と課題を共有し、評価・検討を通じて対応能力の向上を図ります。 

・災害時の初動期から復旧・復興期までの行動を記録し、災害廃棄物処理における課題の抽出

を行います。 

 

（4）計画の見直し 

・環境省「災害廃棄物対策指針」の改定や茨城県災害廃棄物処理計画、「小美玉市地域防災計画」

等における被害想定の見直し等を踏まえて、本計画の見直しを行うことにより、計画の実効

性を高めていきます。 

・災害廃棄物処理に関する市町村間の協定や事業者との協定等の内容及び実効性を確認し、必

要に応じて見直しを行います。 
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【１．経緯目的】 
 

これまで，ごみ処理施設が異なることから，小川，美野里，玉里の３地区のごみ分別や収集方法が相違していました。 

合併以降，人口減少下にもかかわらず，ごみの総排出量の約８割を占める可燃ごみは横ばいのまま推移し，一人あた

りのごみ量は増加する状況にあります。また，平成 26年度に策定した市の一般廃棄物処理基本計画に定める年次目標

値と実績値においては，下図のとおり，年々，乖離傾向が顕著となっています。 

（P9「4.基本データ」参照） 

 

 
 

昨今，プラごみ，廃棄物の輸入規制，食品ロス等の問題など，廃棄物処理においても大きな転換期を迎えています。

こうしたなか，市としても，毎年，３～４億円を要するごみ処理経費（建設費を除く）の縮減に努めながらも，新ご

み処理施設を契機として，引き続き，法令に基づく廃棄物の適正処理，並びに，ごみの減量化及び資源化を進める必

要があります。 

 

以上を踏まえながら，2021 年（令和３年）４月からの新ごみ処理施設（高崎地内）の供用開始にあわせて，市全域

のごみ処理システムについて，来年度から段階的に統一します。 



 P3 

【２．変更内容】 
 

Ａ．ごみ処理区域  
 

   合併以降，小川玉里と美野里の２地区に分かれているごみ処理区域について，市全域に統一します。 
 

 

【現】2021 年 3月まで 

 

     

項目 小川玉里地区 美野里地区 備考

組合 霞台厚生施設組合 茨城美野里環境組合 根拠：組合規約

施設 環境センター クリーンセンター 根拠：組合条例
 

 

 

【新】2021 年 4月から 

 

項目 小川玉里地区 美野里地区 備考

組合 根拠：組合規約

施設 根拠：組合条例

組合を統合

環境センター敷地内に新ごみ処理施設を，クリーンセン

ター敷地内に中間置場をそれぞれ供用開始します
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Ｂ．処理手数料  
 

   現在，地区により一部異なる処理手数料について，市全域で統一する予定です。 

合併以降，人口は減少傾向にあるものの，ごみ量は横ばい，一人あたりのごみ量としては増加しています。 

昨今のプラごみ問題などにも配慮し，ごみの減量及び資源化を推進し，受益者負担の適正化を図る必要があります。 

（P11「参考_国有料化指針」参照）       

 

【現】2021年 3月まで 

 

    

項目 小川玉里地区 美野里地区 備考

可燃ごみ 集積所回収

粗大ごみ （実施なし） シール券1枚100円 集積所回収

粗大ごみ（生活系）

大1,000円

中　500円
小　300円

（実施なし） 戸別回収

廃家電4品目 1,500円 （実施なし） 戸別回収

指定袋 45L10枚入り200円

　　　 30L10枚入り150円

 
 

 

  【新】2021年 4月から 

 

項目 備考

可燃ごみ 集積所回収

粗大ごみ 集積所回収

粗大ごみ（生活系） 戸別回収

廃家電4品目 戸別回収

指定袋 45L10枚入り200円

　　　 30L10枚入り150円
             20L10枚入り100円

（実施なし）※シール券廃止

大1,000円，中500円，小300円

1,500円

全地区

 

（P10「4.基本データ C.D」参照）            
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【ア．新制度移行に伴う留意点】 
   ・美野里地区は粗大ごみシール券を廃止します。（シール券は令和 2年度内に限ります） 

※戸別回収制度に移行し，市全体で同一システムを確立します。 
 

 【イ．可燃ごみ指定袋の基本仕様】 
   ・大 45ℓ，中 30ℓ，小 20ℓの ３種類とします。 ※新たに「小 20Ｌ」を追加します。 

   ・主な仕様は，材質（高密度ポリエチレン）や厚み（0.03 ﾐﾘ），重さ，強度，形状はこれまでと同等とします。 
 

 【ウ．可燃ごみ指定袋のカラーデザイン】 
  ・今後，新処理施設の供用開始以降，ごみ量の動向を踏まえながら，構成４市町とともに検討します。 

【本体】               【外袋】             【形状・規格（参考 45L）】 
 

燃やすごみ専用袋 

（大 45L） 
 

可燃ごみを減らそう！ 

資源ごみはリサイクルへ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

小美玉市 

地区名  氏 名  
 

  ※色：白色半透明 

（P11「参考_指定ごみ袋_他自治体サンプル」参照） 
 

◎収集日当日、決められた場所・時間に出してください。 

◎生ごみは、水分をよく切ってください。 

◎空缶・ビンなど燃えないごみは入れないでください。 

◎重い場合は、ひもで十字にしばってください。 

◎ルール違反のものは，収集できません。 

 

小美玉市 

燃やすごみ専用袋 
 （ 大 45Ｌ ）  

１０枚入り 

 

 
 

 

  

Ｐ

Ｅ

 

  

  

 
家庭用品品質表示法に基づく表示 

原料樹脂 高密度ポリエチレン 

耐冷温度 －30 度 

寸法外形   （ 大きさ ）    

   厚さ 0.030（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 

   枚数 10 枚  

取扱い上の注意 

火のそばに置かないで下さい。 

表 示 者 

会社名 ○○○○○○○○○○○○  

住 所 ○○○○○○○○○○○○  

ＴＥＬ ○○○－○○○－○○○○  

ＦＡＸ ○○○－○○○－○○○○  

 
警告 ●この袋は、幼児や子供にとって窒息

などの危険が伴うものです。 

幼児や子供の手の届くところに置か 

ないでください。 

注意 ●突起物のあるものを入れると材質上

破れることがありますのでご注意く

ださい。 

●燃えやすいので、火のそばに置かな 

いでください。 

●摩擦などにより衣服に色がつく場合

がありますので、こすらないようにし

てください。 
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Ｃ．排出方法  
 

   地区により一部異なる排出方法について段階的に統一します。 

搬入車両が特定曜日及び時間帯に集中するのを回避するため，収集曜日を一部調整します。  
 

2020年４月から 

項目 小川地区 玉里地区 美野里地区 備考

カン金属 月2回 月2回 月2･3回

集積所回収

※美野里地区は粗大
ごみ含む

古紙 月2回 月2回 月2回 集積所回収

回収開始時刻 8時00分 8時00分 8時30分 集積所回収

収集曜日エリア 一部変更 一部変更 変更なし 集積所回収  
 

2021年４月から 

項目 小川地区 玉里地区 美野里地区 備考

ガラスビン 月1回 月1回 月1回 集積所回収

ガラス陶磁器 月1回 月1回 月1回 集積所回収

カン金属 月2回 月2回 月2回

集積所回収

※美野里地区は粗大

ごみ含む回収を廃止

蛍光灯電球 月1回 月1回 月1回 集積所回収

古　布【新規】 隔月1回 隔月1回 隔月1回 集積所回収

紙ﾊﾟｯｸ【新規】 隔月1回 隔月1回 隔月1回 集積所回収

草　木【新規】 ー ー ー 自己搬入

粗大ごみ 月1回 月1回 月1回 戸別回収

廃家電4品目 月1回 月1回 月1回 戸別回収

回収開始時刻 8時00分 8時00分 8時00分 集積所回収  
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【３．今後予定】 
 

今後，令和３年４月の新処理施設の供用開始に向けて，適時，ごみカレンダーや広報紙等を通じて， 

市民の皆さんへの周知啓発に努めていきます。 

 

 

  2019年度（令和１年度） 
 

審
議
会
諮
問

パブコメ・課題整理
方
針
策
定

議
会
報
告

2

議
会
報
告

審
議
会
答
申

310 11 12 1

原案調整
　
中
間
報
告

審
議
会

94 5 6 7 8

課題整理 素案作成

 
 

 

  2020年度（令和２年度） 
 

4 5 6 7 8 2 310 11 12 19

配
布

カ
レ
ン
ダ
ー

新
施
設
試
運
転

予
算
要
求

条
例
改
正

周
知
啓
発
⇒
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【４．基本データ】 ※小美玉市廃棄物減量等推進審議会資料から抜粋 

 

Ａ．人口推移  

 出典：国勢調査（総務省） 

 

Ｂ．ごみ量推移  

 出典：実態調査（環境省） 

 

・合併以降，人口は減少傾向にあります。 

 

・世帯数は増加傾向にあるものの，世帯あたりの人員は， 

減少傾向にあります。 

 

・合併以降，可燃ごみ量は，横ばいのままです。 

 

・人口は減少傾向にあるため，一人当たりの 

可燃ごみ量としては，増加しています。 
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Ｃ．経費推移  

    出典：実態調査（環境省） 
 

 

Ｄ．収支状況  

 

   

【現行】 単位：千円

収入 手数料 46,652 (A) ※指定ごみ袋

支出 ごみ処理経費 367,919 (B) ※施設建設費は除く

財源充当率 12.68% (C)＝A/B
 出典：平成 30年度決算 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

・ごみ処理に係る経費は，毎年３億円 

から４億円程を要しています。 
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参考（指定ごみ袋_他自治体サンプル） 
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参考（「国有料化指針」一部抜粋） 

 

平成17年5月26日，廃棄物処理法第5条の2第1項の規定に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」（以下「基本方針」という。）が改正され，国全体として一般廃

棄物処理の有料化を推進することが明確化された。 

 

 

 「経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や再使用、再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及

び住民の意識改革を進めるため、一般廃棄物処理の有料化の更なる推進を図るべきである。」 
 

 

 出典：一般廃棄物処理有料化の手引き（環境省） 



 

 

令和 ２年  月  日 

 

小美玉市長 島田穣一 様 

 

 

小美玉市廃棄物減量等推進審議会 

会長 三輪野 裕夫 

 

 

小美玉市一般廃棄物処理基本計画の改訂等に係る最終答申ついて 

 

 

令和１年７月 17 日付け 小美玉環境第 266 号の諮問事項について審議した結果，

小美玉市廃棄物減量等推進審議会条例 第２条の規定により，別紙のとおり，当委員

会からの最終答申といたします。 

 

 

記 

 

（別紙） 

・一般廃棄物処理基本計画（改定版） 

・災害廃棄物処理計画 

・新処理施設整備に係るごみ処理システムの統一調整方針 

 

 

  付帯意見 

 

   本件最終答申とりまとめに際し，以下のとおり付帯意見として申し添えます。 

 
 

・新処理施設を共同設置する構成市町と足並みを揃えながら，廃棄物の適正処

並びにごみの減量及び資源化に資するよう努めること。 

 
 

・災害廃棄物処理について，災害発生時に，被災住民が速やかに生活再建でき

るよう，支援体制を構築すること。 
 

 

資料３ 
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 資料４  

R2.2.5（水） 開催   

 

令和元年度 小美玉市廃棄物減量等推進審議会 

 

－ 平成 30年度 一般廃棄物の状況について － 

 

 

小美玉市 市民生活部   

環境課 廃棄物対策係   
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１） 平成 30 年度_ごみ計画処理量 

 

項目 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他 計

１．生活系ごみ 10,647      657            624            178            -                  12,106      

２．事業系ごみ 4,152        48              2,454        18              -                  6,672        

計 14,799      705            3,078        196            -                  18,778      
 単位ｔ 

※資源ごみに，集団回収量（229ｔ）を含まない  

  

可燃ごみ

79%

不燃ごみ

4%

資源ごみ

16%

粗大ごみ

1%

可燃ごみ

不燃ごみ

資源ごみ

粗大ごみ

その他

－ 前年度比較 － 

【全  体】 合  計   784ｔ増 
 

【生活ごみ】 合  計   33ｔ減 

        可燃ごみ   13ｔ減 

        資源ごみ   66ｔ減 
 

【事業ごみ】 合  計   817ｔ増 

        可燃ごみ   139ｔ減 

        資源ごみ   956ｔ増 
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２） 平成 30 年度_資源化状況 

 

項目 紙類 金属類 ガラス類 ペットボトル その他 計

１．集団回収 213 11 5 - - 229 

２．直接資源化 2,495 8 16 37 23 2,579 

３．処理施設 255 344 376 47 1,019 2,041 

計 2,963 363 397 84 1,042 4,849 
 単位ｔ  

※直接資源化が，昨年度から９３９ｔと大きく増加している 

 

紙類

70%

金属類

1%

ガラス類

1%

ペット

ボトル…

その他

27%

紙類

金属類

ガラス類

ペットボトル

その他

－ 前年度比 － 

【全  体】 全体合計  833ｔ増 
 

       資源化率  4.0％増 
 

【集団回収】 合  計   57ｔ減 
 

【直接資源化】合  計  939ｔ増 
 

【処理施設】 合  計   49ｔ減 
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３） ごみ種別・年度別の推移 

 

家庭系 事業系 家庭系 事業系 家庭系 事業系 家庭系 事業系 家庭系 事業系

H26 10,603 4,112 665 51 984 939 96 17 12,348 5,119 

H27 10,471 3,369 635 53 1,160 960 126 35 12,392 4,417 

H28 10,605 3,428 627 48 937 964 144 26 12,313 4,466 

H29 10,660 4,291 647 44 919 1,498 142 22 12,368 5,855 

H30 10,647 4,152 657 48 853 2,454 178 18 12,335 6,672 

５．計

年度

１．可燃ごみ ２．不燃ごみ ３．資源ごみ ４．粗大ごみ

 単位ｔ 

※資源ごみに，集団回収量（229ｔ）を含む  
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【ごみ種別・年度別の推移_グラフ】 

１．可燃ごみ           ２．不燃ごみ 

    

３．資源ごみ           ４．粗大ごみ  

    

10,603 10,471 10,605 10,660 10,647 

4,112 
3,369 3,428 

4,291 4,152 

 -

 3,000

 6,000

 9,000

 12,000

H26 H27 H28 H29 H30

１．可燃ごみ 家庭系 １．可燃ごみ 事業系

665 635 627 647 657 

51 53 48 44 48 

 -

 200

 400

 600

 800

H26 H27 H28 H29 H30

２．不燃ごみ 家庭系 ２．不燃ごみ 事業系

984 1,160 937 
919 853 

939 960 964 

1,498 

2,454 

 -

 400

 800

 1,200

 1,600

 2,000

 2,400

 2,800

H26 H27 H28 H29 H30

３．資源ごみ 家庭系 ３．資源ごみ 事業系

96 

126 
144 142 

178 

17 
35 26 22 18 

 -

 50

 100

 150

 200

H26 H27 H28 H29 H30

４．粗大ごみ 家庭系 ４．粗大ごみ 事業系
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【各指標_年度別の推移】 

年度
総排出量

（ｔ）

一人1日

ごみ量（g）
資源化率

集団回収量

（ｔ）

人口

（人）

H26 17,467              904 16.30% 220 52,943

H27 16,809              876 20.92% 235 52,553

H28 16,779              881 20.92% 225 52,170

H29 18,223              963 22.00% 286 51,822

H30 19,007              1,015 26.00% 229 51,298  

  ※総排出量に，集団回収量を含む 

参考） 目標値 小美玉市一般廃棄物処理基本計画（平成 26 年 6 月策定） 

【1人 1日ごみ排出量】 単位：ｇ        【資源化率】 

項目
現況

(H23)

中間目標

(H30)

計画目標

(H40)

家庭系ごみ 632
570

(約10%減)

500

(約20%減)

事業系ごみ 193
190

(約1.5%減)

187

(3%減)

計 825 760 687
    

項目
現況

(H23)

中間目標

(H30)

計画目標

(H40)

家庭系ごみ 17.2%
22%

（5%増）

25%

（8%増）
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参考）茨城県ごみ処理・リサイクル実態 （H29 一般廃棄物処理実態調査結果） 

県及び国との比較 

項 目 全 国 茨城県 小美玉市 補足（県内状況） 

１人 1日当たり排出量 ９２０ｇ ９８５ｇ 
９６３ｇ 

（26/44位） 

・最少：６６９ｇ 

・中位：９４３ｇ 

・最多：１４２４ｇ 

リサイクル率 ２０．２％ ２２．８％ 
２２．０％ 

（13/44位） 

・最高：６５．７％ 

・中位：１８．５％ 

・最少： ９．８％ 

   ⇒ 小美玉市の状況を，国・県平均と比較した場合 

ごみの排出量（事業系直接資源化を除く）は平均より少ない 

リサイクル率は平均より高い状況にあります 
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４） し尿等処理状況_年度別の推移 

 

湖北環境 茨城地方 湖北環境 茨城地方

小川・玉里 美野里 小川・玉里 美野里

H26 1,652              1,225              2,877        6,697              4,959              11,656      14,533      

H27 1,491              1,169              2,659        6,893              5,141              12,034      14,693      

H28 1,422              1,104              2,526        6,867              5,351              12,218      14,744      

H29 984                 1,059              2,043        7,175              6,022              13,197      15,240      

H30 812                 946                 1,758        7,040              5,883              12,923      14,681      

項目

生し尿 浄化槽汚泥
C.合計

( A+B )A. 小計 B. 小計

 

  

2,877 2,659 2,526 2,043 1,758 

11,656 12,034 12,218 13,197 12,923 

 -

 3,000

 6,000

 9,000

 12,000

 15,000

H26 H27 H28 H29 H30

生し尿

浄化槽汚泥



小川・玉里地区の方へ 

令和 2年 4月から 家庭ごみ収集日程が一部変更となります 

 

令和２年４月（２０２０年４月）から，小川・玉里地区における家庭ごみの収集日程等
が一部変更となります。 

 

１．変更箇所                ※赤字は変更箇所 

地区  
項目 

小川地区 
A・B 

玉里地区（旧制度） 

収集回数：カン金属 月 2回 月２回（月２or３回） 

収集回数：古 紙 月 2回 月２回（毎週） 

収集開始時刻 8時 ８時（８時 30分） 

収集曜日・開数 一部変更 一部変更 

   ※収集曜日エリアは以下を参照ください   

 

 ２．収集曜日・回数              ※赤字は変更箇所 

分別の種類 
地区 

頻度 
小川地区 

Ａ 
小川地区 

Ｂ 
玉里地区 

燃えるごみ 週２回 火・金曜 月・木曜 月・木曜 

資
源
ご
み 

ペットボトル 月２回 
第１・３ 
水曜 

第２・４ 
水曜 

第１・３ 
火曜 

ガ
ラ
ス
び
ん 

無色ビン 

月１回 

第１ 
火曜 

第１ 
木曜 

第１ 
水曜 

茶色ビン 
第２ 
火曜 

第２ 
木曜 

第２ 
水曜 

その他 
ビン 

第３ 
火曜 

第３ 
木曜 

第３ 
水曜 

カン・金属 月２回 
第１・３ 
金曜 

第２・４ 
金曜 

第１・３ 
金曜 

古 紙 月２回 
第１・３ 
水曜 

第２・４ 
水曜 

第２・４ 
火曜 

ガラス・陶磁器 月１回 
第４ 
火曜 

第４ 
木曜 

第４ 
水曜 

蛍光灯・電球 月１回 
第４ 
火曜 

第４ 
木曜 

第４ 
金曜 

 

【 担当 】小美玉市 環境課 廃棄物対策係 ℡0299-48-1111 内線1144,1145 

【 対象地区 】 
小川Ａ：本田町，中田宿，大町，川岸，横町，橋向，坂上，坂下，二本松，下馬場，小塙，立延，中根，幡谷，

羽木上，与沢，倉数川前，倉数川向，与沢百里，山野，田中台，小川ニュータウン，雷神官舎，雷神前
住宅，本田住宅，飯島住宅，六万住宅，山野台，山野住宅，勘兵エ山団地，谷中台団地，サンシャイン
山野，坂本住宅，フォルム住宅，サンシャイン野中，ビューハイツ鈴木，レイクサイド小塙 

 
小川Ｂ：下田（一）,下田（二）,宮田,稲荷坪,野田本田,新林,野田古新田,隠谷,鷺沼,伏沼,世楽，佐才,上吉影,

前原,飯前,上合,前野,下吉影宿,下吉影荒地,下吉影本田,下吉影古新田，下吉影南原,貝谷,百里自営,百
里開拓,外之内,清水頭,山川,川戸,下田住宅,稲荷住宅，野田官舎,山川住宅,みのり台住宅,上吉影住宅,
羽生住宅,東山団地,下吉影官舎,北山住宅，五月団地,鏑谷住宅,菊池住宅,備前山住宅,田山ｱﾊﾟｰﾄ,小川ｸﾞ
ﾘｰﾝﾀｳﾝ,百里基地居住地 

資料５ 



農
薬

燃えるごみ専用袋

小美玉市

～「もったいないおみたま運動」推進中～

●詳細は、ホームページに掲載しています。
 （URL）https://www.city.omitama.lg.jp/

「もったいない」　とは、　ものを大切にするこころ。
ごみ収集・処理についてのお問い合わせは

小美玉市役所環境課　TEL 0299-48-1111

種類

月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

集積所に出せないごみ

市で収集・処理できないごみ

事業ごみ

一時的な多量ごみ

環境センターで処理できないごみ

◇引っ越し大掃除などに伴う一時的な多量のごみは、環境セン
ターへ自己搬入するか、市の許可業者に依頼してください。

◇購入店や許可業者等に依頼する場合
　・引取方法や費用は、直接店等に問合せください。
◇市に回収を依頼する場合
　・事前（原則3日前）に小川支所窓口で申込ください。
　  ※申込状況により次月以降になります
　・収集運搬手数料は、サイズで異なります。（大1,000円・中500円・小300円）
　・第４土曜 午前に業者が自宅まで回収に伺います。
　  ※立会不要
　・回収当日、粗大ごみ処理券を貼って、自宅の門前に出してください。
◇処理施設へ自己搬入する場合
　・下記を参照

◇購入店や家電量販店、許可業者等に依頼する場合
　・引取方法や費用は、直接店等に問合せください。
◇市に回収を依頼する場合
　・郵便局でリサイクル券を購入のうえ、事前（原則3日前）に小川支所窓口で申込ください。

※申込状況により次月以降になります。
　・収集運搬手数料は、1,500円
　・第４土曜 午前に業者が自宅まで回収に伺います。※立会不要
　・回収当日、収集運搬券を貼って、自宅の門前に出してください。
　　※リサイクル料金は、メーカー・機種により異なります。下記またはメーカーに直接問合せください。
　　　家電リサイクル券センター　℡0120-319-640
◇郵便局でリサイクル券を購入のうえ、指定引取所（下記最寄引取所）へ自己搬入する場合
（令和2年1月現在）

　・イバラキ流通サービス：かすみがうら市宍倉5685-1　℡029-832-1800
　・ヤマガタ：ひたちなか市佐和1395-2　℡029-285-5926

◇商店、飲食店、農業、漁業などあらゆる事業活動から出るごみ
は、集積所には出せません。

◇環境センターに自己搬入するか、市の許可業者に依頼して適正
に処理してください。

　 ※産業廃棄物は、法令により市では処理できません。
　　 専門の処理業者等に処理を依頼してください。

◇以下のごみは処理できません。
　タイヤ・農機具・便器・洗面台・農薬等・

毒劇薬・塗料・シンナー・土砂・焼却灰・オイルなどの廃油・自動
車・オートバイ・船舶・ピアノ・コンクリート・ブロック・レンガ・
大型木材・鉄骨類・タイル・瓦・消火器・農業用ビニール・サイ
ディング材・ドラム缶・ガスボンベなど

◇下記または販売店、専門処理業者にご相談ください。
　　茨城県産業資源循環協会　℡029－301-7100

収

集
・
処

理

で

き

な
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ご
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ん

粗

大

ご

み

廃

家

電

４
品

目

 粗大ごみの処分方法 テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機等の処分方法

◇リサイクル料金は、メーカー・機種により異なります。
　（PCリサイクルマークのあるパソコンは無料です。）
　下記またはメーカーに直接問合せください。　
　 パソコン3R推進協会　℡03-5282-7685  （URL）http://www.pc3r.jp/

パ
ソ
コ
ン

◇小型家電の拠点回収を実施しています。
　 回収ボックスは、本庁舎、小川支所、玉里支所に設置しています
◇主な対象品目は以下のとおりです。
　携帯電話・スマートフォン、デジタルカメラ、電卓・計算機、ゲーム機、ICレコーダー、磁器ディ

スク装置、パソコン（ノート型）、タブレット端末、ポータブルDVD、携帯音楽プレーヤー、ラ
ジオ、カーナビ、電子辞書、補聴器、ドライヤー、電気かみそり、電話機、電子体温計、電動歯
ブラシ、デジタル歩数計、電子ヘルスメータ、ACアダプター等コード類

　※リモコン、充電器、充電式電池の付属品も含む 

小

型

家

電

環境センター

小美玉市医療センター 小川総合支所

至行方方面

玉里総合支所

玉里中学校

石岡
運動公園

至石岡方面

至高浜方面

至水戸方面

玉里運動公園

案内看板

環境センター（ごみ処理施設）への自己搬入
住所：小美玉市高崎1824-2　TEL：26-0246

  ◇受付日：月～金曜(祝日含む) 
　  ※12月29日～1月3日を除く
  ◇時　間：８時30分～11時45分
　　　　　 13時～16時30分
  ◇手数料：【生活系】10kg100円
　　　　　【事業系】10kg200円
　  ※自己搬入の際、指定ごみ袋は
　　  必要ありません
  ◇注　意：長期休暇時は混雑します。
　　　　　 渋滞緩和に協力ください
   （URL）http://kasumidai.or.jp/　

※コンテナのサイズ　外寸53×37×31cm程度。「色」の指定はありません。収集が済んだら，コンテナは集積所に置いたままにしないで，自宅へ持ち帰るようにしましょう。

分 別 の 種 類 収 集 日頻度 収 集 容 器 ご み の 種 類 出 す と き の 注 意

燃えるごみ
週
２
回

月
２
回

月
１
回

月
２
回

月
２
回

月
１
回

月
１
回

ペットボトル

無色のびん

茶色のびん

その他のびん

ガラス・
陶磁器類

古紙類

カン・金属類

蛍光灯・電球

毎週 ◎市指定ごみ袋※を必ずご使用ください。（指定ごみ袋以外のものに入れた場合は収集しません）
　※45ℓ10枚入り200円、30ℓ10枚入り150円（市内小売店等にて販売）
◎袋の口はしっかりむすんでください。※市指定ごみ袋への集積所地区名および氏名の記入にご協力ください。
◎食用油は古紙や布にしみこませるか凝固剤で固めてください。
◎生ごみはしっかりと水を切ってください。（生ごみ処理機等の購入補助制度をご利用ください）
◎草花類は、土をよく落とし乾燥させてから出してください。
◎小枝や板切れ等は、太さ最大5cm長さ最大60cm以内に切り、ひもでしばって量に応じて市指定ごみ袋をつけてください。
　（小枝と板切れは、それぞれにひもでしばってください）※ごみの野外焼却は法律で禁止されており、周辺の方への迷惑ともなります。
◎布団は、市指定ごみ袋に入らない場合、ひもでしばって量に応じて市指定ごみ袋をつけてください。
◎市指定ごみ袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」になります。　

◎商品のラベルやボトルの底に識別マーク　　の表示のあるもののみ収集します。
◎キャップとラベルをはずし、容器の中身はすべて取り除いて、水で軽くゆすいで出してください。
◎はずしたキャップ、ラベルは「燃えるごみ」で出してください。
◎コンテナからあふれてしまうような場合には、つぶして出すようにしてください。

◎ガラスびんの分別は口元の部分の色で判断してください。
◎すりガラス状のびんで口元が無色透明なものは、「無色のびん」になります。
◎無色に見えてもうすく色が付いているガラスびんは、「その他のびん」になります。
◎キャップを必ずはずし、中身はすべて取り除いて、水で軽くゆすいで出してください。
◎金属製のキャップは「カン・金属類」へ、プラスチック製のキャップは「燃えるごみ」に出してください。
◎コップ・板ガラスなど、びん以外のガラス製品は「ガラス・陶磁器類」になります。
◎ブランデーや化粧品などの容器に使われている陶製のびんは、「ガラス・陶磁器類」になります。
◎割れていてもそれぞれに分別して出してください。
◎農薬や劇薬の入っていたものは収集できません。（販売店等に問合せください）

◎ガラス製品は、びん以外のものを出してください。
◎割れていてもそのままコンテナに入れて出してください。

◎割れたものは飛散しないように透明の袋に入れて出してください。
◎LED照明器具（蛍光灯型・電球）は，「カン・金属類」で出してください。
　※販売店で行う拠点回収も有効活用ください。

◎新聞・雑誌（チラシ、書籍、厚紙等）・ダンボールの３種類に分けてください。
◎種類ごとに、ひもで十字にしばって出してください。（粘着テープは使用できません。）
◎油付着の紙、カーボン紙、防水加工紙などは「燃えるごみ」に出してください。
◎紙の原料とならない不適物（粘着テープ、ビニール、金属、プラスチックなど）は取り除いてください。
◎水に濡らさないように注意してください。（濡れた状態では出さないでください）

◎カッターの刃・カミソリ・縫い針類は、スチール缶（識別マーク　　のあるもの）へ入れて出してください。
◎使い捨てライターは、ガスを完全に使い切ってから出してください。
◎ガス缶・スプレー缶は、必ず使い切り、穴を開けガスを完全に抜いてください。
　※ガスが残っていると火災事故の恐れがありますのでご注意ください。
◎小型電気製品のコードは、根元から切って束ねて出すようにしてください。
◎小型家電製品の乾電池は、必ず取り外してください。 ◎アルミはくは、異物を取り除き丸めて出してください。

火・金

水

火

火

火

火

水

火

金

曜日

曜日

曜日

曜日

曜日

曜日

第1・3

第1

第2

第3

第4

第1・3

第1・3

第4

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

・紙くず　・貝がら　・ゴム類　・木くず
・古衣類　・皮革類　・紙おむつ　
・生ごみ　・プラスチック類
・発泡スチロール　・草花類
・布団（シングルサイズ）　　など

・清涼飲料　・しょうゆ等の調味料
・酒類　・乳飲料用　　のペットボトル

・牛乳びん
・無色の一升びん　など

・ビールびん
・栄養ドリンク　など

・青、緑、黒色のびん  など

・茶わん　・せともの　・花びん
・コップ　・板ガラス　など

・新聞　・雑誌（チラシ）　・ダンボール

・蛍光灯　・電球　・豆電球　・グローランプ
・水銀式体温（温度）計　　　など

・空き缶　・乾電池　・小型電気製品
・金属製調理器具　 ・小型金属おもちゃ
・金属製雑貨品　　 ・スプレー缶
・LED照明器具　　 ・アルミはく など

ごみ出しのルール

・決められた分別方法と出し方に従い、収集当日　　　　　　　までに、ごみ集積所に出してください。
・回収後の後出しや分別ルール違反のごみは回収しません。（違反シールを貼ることがあります）
・ごみ集積所は、利用する方々が自ら管理するものです。地域の環境美化に努め清潔にしてください。

朝8時00分

令和    　年度 家庭ごみ収集カレンダー2
平成30年度の可燃ごみ排出量は、1人当り790g/日です。10％の削減を目指しましょう!

対 象 地 区
本田町、中田宿、大町、川岸、横町、橋向、坂上、坂下、二本松、下馬場、小塙、立延、中根、幡谷、羽木
上、与沢、倉数川前、倉数川向、与沢百里、山野、田中台、小川ニュータウン、雷神官舎、雷神前住
宅、本田住宅、飯島住宅、六万住宅、山野台、山野住宅、勘兵エ山団地、谷中台団地、サンシャイン
山野、坂本住宅、フォルム住宅、サンシャイン野中、ビューハイツ鈴木、レイクサイド小塙

小美玉市

小川地区Ａ
年末年始12月31日（木）～1月3日（日）の収集は行いません。

燃えるごみ ペットボトル 無色のびん 茶色のびん
その他の

びん
ガラス・
陶磁器類

古紙類カン・金属類
蛍光灯・

電球

毎週火・金曜日 第1･3水曜日 第1･3水曜日第1･3金曜日第1火曜日 第2火曜日 第3火曜日 第4火曜日 第4火曜日

ひも

★

★

7日 14日 21日 28日10日 17日 24日3日

5日1日 12日 19日 26日8日 15日 22日 29日

2日 9日 16日 23日 30日5日 12日 19日 26日

7日 14日 21日 28日3日 10日 17日 24日 31日

4日 11日 18日 25日7日 14日 21日 28日

1日 8日 15日 22日 29日

30日

4日 11日 18日 25日

6日 13日 20日 27日2日 9日 16日 23日

3日 10日 17日 24日6日 13日 20日 27日

1日 8日 15日 22日 29日4日 11日 18日 25日

5日 12日 19日 26日8日 15日 22日 29日

2日 9日 16日 23日5日 12日 19日 26日

2日 9日 16日 23日 30日5日 12日 19日 26日 2日

2日

5日

1日

3日

6日

1日

4日

7日

2日

5日

7日

9日

9日

12日

8日

10日

13日

8日

11日

14日

9日

12日

14日

16日

16日

19日

15日

17日

20日

15日

18日

21日

16日

19日

21日

23日

23日

26日

22日

24日

27日

22日

25日

28日

23日

26日

28日

23日

23日

26日

22日

24日

27日

22日

25日

28日

23日

26日

28日

17日

17日

20日

16日

18日

21日

16日

19日

15日

17日

20日

15日

3日

3日

6日

2日

4日

7日

2日

5日

1日

3日

6日

1日

17日

17日

20日

16日

18日

21日

16日

19日

15日

17日

20日

15日

3日

3日

6日

2日

4日

7日

2日

5日

1日

3日

6日

1日 17日3日

15日1日

19日5日

17日3日

21日7日

18日4日

16日2日

20日6日

18日4日

15日

19日5日

19日5日

曜日

曜日

曜日

市指定ごみ袋
45ℓ、30ℓ

※★は令和２年度から収集日が変更になります。ご注意ください。



燃えるごみ専用袋

小美玉市

農
薬

～「もったいないおみたま運動」推進中～

●詳細は、ホームページに掲載しています。
 （URL）https://www.city.omitama.lg.jp/

「もったいない」　とは、　ものを大切にするこころ。
ごみ収集・処理についてのお問い合わせは

小美玉市役所環境課　TEL 0299-48-1111

※コンテナのサイズ　外寸53×37×31cm程度。「色」の指定はありません。収集が済んだら，コンテナは集積所に置いたままにしないで，自宅へ持ち帰るようにしましょう。

ごみ出しのルール

・決められた分別方法と出し方に従い、収集当日　　　　　　　までに、ごみ集積所に出してください。
・回収後の後出しや分別ルール違反のごみは回収しません。（違反シールを貼ることがあります）
・ごみ集積所は、利用する方々が自ら管理するものです。地域の環境美化に努め清潔にしてください。

朝8時00分

令和    　年度 家庭ごみ収集カレンダー2
対 象 地 区
下田（一）、下田（二）、宮田、稲荷坪、野田本田、新林、野田古新田、隠谷、鷺沼、伏沼、世楽、佐才、上吉影、前原、
飯前、上合、前野、下吉影宿、下吉影荒地、下吉影本田、下吉影古新田、下吉影南原、貝谷、百里自営、百里開拓、
外之内、清水頭、山川、川戸、下田住宅、野田官舎、山川住宅、みのり台団地、上吉影住宅、羽生住宅、東山団地、
北山住宅、五月団地、鏑谷住宅、菊池住宅、備前山住宅、田山アパート、小川グリーンタウン、百里基地居住地

小美玉市

小川地区Β
年末年始12月31日（木）～1月3日（日）の収集は行いません。

種類

月

燃えるごみ ペットボトル 無色のびん 茶色のびん
その他の

びん
ガラス・
陶磁器類

古紙類カン・金属類
蛍光灯・

電球

毎週月・木曜日 第2･4水曜日 第2･4水曜日第2･4金曜日第1木曜日 第2木曜日 第3木曜日 第4木曜日 第4木曜日

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

6日 13日 20日 27日2日 9日 16日 23日 30日

4日 11日 18日 25日7日 14日 21日 28日

1日 8日 15日 22日4日 11日 18日 25日 29日

6日 13日 20日 27日2日 9日 16日 23日 30日

3日 10日 17日 24日 31日6日 13日 20日 27日

7日 14日 21日 28日3日 10日 17日 24日
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分 別 の 種 類 収 集 日頻度 収 集 容 器 ご み の 種 類 出 す と き の 注 意

燃えるごみ
週
２
回

月
２
回

月
１
回

月
２
回

月
２
回

月
１
回

月
１
回

ペットボトル

無色のびん

茶色のびん

その他のびん

ガラス・
陶磁器類

古紙類

カン・金属類

蛍光灯・電球

毎週

◎商品のラベルやボトルの底に識別マーク　　の表示のあるもののみ収集します。
◎キャップとラベルをはずし、容器の中身はすべて取り除いて、水で軽くゆすいで出してください。
◎はずしたキャップ、ラベルは「燃えるごみ」で出してください。
◎コンテナからあふれてしまうような場合には、つぶして出すようにしてください。

◎ガラスびんの分別は口元の部分の色で判断してください。
◎すりガラス状のびんで口元が無色透明なものは、「無色のびん」になります。
◎無色に見えてもうすく色が付いているガラスびんは、「その他のびん」になります。
◎キャップを必ずはずし、中身はすべて取り除いて、水で軽くゆすいで出してください。
◎金属製のキャップは「カン・金属類」へ、プラスチック製のキャップは「燃えるごみ」に出してください。
◎コップ・板ガラスなど、びん以外のガラス製品は「ガラス・陶磁器類」になります。
◎ブランデーや化粧品などの容器に使われている陶製のびんは、「ガラス・陶磁器類」になります。
◎割れていてもそれぞれに分別して出してください。
◎農薬や劇薬の入っていたものは収集できません。（販売店等に問合せください）

◎ガラス製品は、びん以外のものを出してください。
◎割れていてもそのままコンテナに入れて出してください。

◎割れたものは飛散しないように透明の袋に入れて出してください。
◎LED照明器具（蛍光灯型・電球）は，「カン・金属類」で出してください。
　※販売店で行う拠点回収も有効活用ください。

◎新聞・雑誌（チラシ、書籍、厚紙等）・ダンボールの３種類に分けてください。
◎種類ごとに、ひもで十字にしばって出してください。（粘着テープは使用できません。）
◎油付着の紙、カーボン紙、防水加工紙などは「燃えるごみ」に出してください。
◎紙の原料とならない不適物（粘着テープ、ビニール、金属、プラスチックなど）は取り除いてください。
◎水に濡らさないように注意してください。（濡れた状態では出さないでください）

◎カッターの刃・カミソリ・縫い針類は、スチール缶（識別マーク　　のあるもの）へ入れて出してください。
◎使い捨てライターは、ガスを完全に使い切ってから出してください。
◎ガス缶・スプレー缶は、必ず使い切り、穴を開けガスを完全に抜いてください。
　※ガスが残っていると火災事故の恐れがありますのでご注意ください。
◎小型電気製品のコードは、根元から切って束ねて出すようにしてください。
◎小型家電製品の乾電池は、必ず取り外してください。 ◎アルミはくは、異物を取り除き丸めて出してください。

月・木

水

木

木

木

木

水

木

金

曜日

曜日

曜日

曜日

曜日

曜日

第2・4

第1

第2

第3

第4

第2・4

第2・4

第4

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

・紙くず　・貝がら　・ゴム類　・木くず
・古衣類　・皮革類　・紙おむつ　
・生ごみ　・プラスチック類
・発泡スチロール　・草花類
・布団（シングルサイズ）　　など

・清涼飲料　・しょうゆ等の調味料
・酒類　・乳飲料用　　のペットボトル

・牛乳びん
・無色の一升びん　など

・ビールびん
・栄養ドリンク　など

・青、緑、黒色のびん  など

・茶わん　・せともの　・花びん
・コップ　・板ガラス　など

・新聞　・雑誌（チラシ）　・ダンボール

・蛍光灯　・電球　・豆電球　・グローランプ
・水銀式体温（温度）計　　　など

・空き缶　・乾電池　・小型電気製品
・金属製調理器具　 ・小型金属おもちゃ
・金属製雑貨品　　 ・スプレー缶
・LED照明器具　　 ・アルミはく など

ひも

曜日

曜日

曜日

市指定ごみ袋
45ℓ、30ℓ

コンテナ

◎市指定ごみ袋※を必ずご使用ください。（指定ごみ袋以外のものに入れた場合は収集しません）
　※45ℓ10枚入り200円、30ℓ10枚入り150円（市内小売店等にて販売）
◎袋の口はしっかりむすんでください。※市指定ごみ袋への集積所地区名および氏名の記入にご協力ください。
◎食用油は古紙や布にしみこませるか凝固剤で固めてください。
◎生ごみはしっかりと水を切ってください。（生ごみ処理機等の購入補助制度をご利用ください）
◎草花類は、土をよく落とし乾燥させてから出してください。
◎小枝や板切れ等は、太さ最大5cm長さ最大60cm以内に切り、ひもでしばって量に応じて市指定ごみ袋をつけてください。
　（小枝と板切れは、それぞれにひもでしばってください）※ごみの野外焼却は法律で禁止されており、周辺の方への迷惑ともなります。
◎布団は、市指定ごみ袋に入らない場合、ひもでしばって量に応じて市指定ごみ袋をつけてください。
◎市指定ごみ袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」になります。　

集積所に出せないごみ

市で収集・処理できないごみ

事業ごみ

一時的な多量ごみ

環境センターで処理できないごみ

◇引っ越し大掃除などに伴う一時的な多量のごみは、環境セン
ターへ自己搬入するか、市の許可業者に依頼してください。

◇購入店や許可業者等に依頼する場合
　・引取方法や費用は、直接店等に問合せください。
◇市に回収を依頼する場合
　・事前（原則3日前）に小川支所窓口で申込ください。
　  ※申込状況により次月以降になります
　・収集運搬手数料は、サイズで異なります。（大1,000円・中500円・小300円）
　・第４土曜 午前に業者が自宅まで回収に伺います。
　  ※立会不要
　・回収当日、粗大ごみ処理券を貼って、自宅の門前に出してください。
◇処理施設へ自己搬入する場合
　・下記を参照

◇商店、飲食店、農業、漁業などあらゆる事業活動から出るごみ
は、集積所には出せません。

◇環境センターに自己搬入するか、市の許可業者に依頼して適正
に処理してください。

　 ※産業廃棄物は、法令により市では処理できません。
　　 専門の処理業者等に処理を依頼してください。

◇以下のごみは処理できません。
　タイヤ・農機具・便器・洗面台・農薬等・

毒劇薬・塗料・シンナー・土砂・焼却灰・オイルなどの廃油・自動
車・オートバイ・船舶・ピアノ・コンクリート・ブロック・レンガ・
大型木材・鉄骨類・タイル・瓦・消火器・農業用ビニール・サイ
ディング材・ドラム缶・ガスボンベなど

◇下記または販売店、専門処理業者にご相談ください。
　　茨城県産業資源循環協会　℡029－301-7100

収

集
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目

 粗大ごみの処分方法 テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機等の処分方法

◇リサイクル料金は、メーカー・機種により異なります。
　（PCリサイクルマークのあるパソコンは無料です。）
　下記またはメーカーに直接問合せください。　
　 パソコン3R推進協会　℡03-5282-7685  （URL）http://www.pc3r.jp/

パ
ソ
コ
ン

◇小型家電の拠点回収を実施しています。
　 回収ボックスは、本庁舎、小川支所、玉里支所に設置しています
◇主な対象品目は以下のとおりです。
　携帯電話・スマートフォン、デジタルカメラ、電卓・計算機、ゲーム機、ICレコーダー、磁器ディ

スク装置、パソコン（ノート型）、タブレット端末、ポータブルDVD、携帯音楽プレーヤー、ラ
ジオ、カーナビ、電子辞書、補聴器、ドライヤー、電気かみそり、電話機、電子体温計、電動歯
ブラシ、デジタル歩数計、電子ヘルスメータ、ACアダプター等コード類

　※リモコン、充電器、充電式電池の付属品も含む 

小

型

家

電

環境センター

小美玉市医療センター 小川総合支所

至行方方面

玉里総合支所

玉里中学校

石岡
運動公園

至石岡方面

至高浜方面

至水戸方面

玉里運動公園

案内看板

環境センター（ごみ処理施設）への自己搬入

平成30年度の可燃ごみ排出量は、1人当り790g/日です。10％の削減を目指しましょう!

住所：小美玉市高崎1824-2　TEL：26-0246

  ◇受付日：月～金曜(祝日含む) 
　  ※12月29日～1月3日を除く
  ◇時　間：８時30分～11時45分
　　　　　 13時～16時30分
  ◇手数料：【生活系】10kg100円
　　　　　【事業系】10kg200円
　  ※自己搬入の際、指定ごみ袋は
　　  必要ありません
  ◇注　意：長期休暇時は混雑します。
　　　　　 渋滞緩和に協力ください
   （URL）http://kasumidai.or.jp/　

◇購入店や家電量販店、許可業者等に依頼する場合
　・引取方法や費用は、直接店等に問合せください。
◇市に回収を依頼する場合
　・郵便局でリサイクル券を購入のうえ、事前（原則3日前）に小川支所窓口で申込ください。

※申込状況により次月以降になります。
　・収集運搬手数料は、1,500円
　・第４土曜 午前に業者が自宅まで回収に伺います。※立会不要
　・回収当日、収集運搬券を貼って、自宅の門前に出してください。
　　※リサイクル料金は、メーカー・機種により異なります。下記またはメーカーに直接問合せください。
　　　家電リサイクル券センター　℡0120-319-640
◇郵便局でリサイクル券を購入のうえ、指定引取所（下記最寄引取所）へ自己搬入する場合
（令和2年1月現在）

　・イバラキ流通サービス：かすみがうら市宍倉5685-1　℡029-832-1800
　・ヤマガタ：ひたちなか市佐和1395-2　℡029-285-5926

★

★

★

★

★

★

※★は令和２年度から収集日が変更になります。ご注意ください。



燃えるごみ専用袋

小美玉市

農
薬

年末年始12月31日（木）～1月3日（日）の収集は行いません。

～「もったいないおみたま運動」推進中～

●詳細は、ホームページに掲載しています。
 （URL）https://www.city.omitama.lg.jp/

「もったいない」　とは、　ものを大切にするこころ。
ごみ収集・処理についてのお問い合わせは

小美玉市役所環境課　TEL 0299-48-1111

資
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※コンテナのサイズ　外寸53×37×31cm程度。「色」の指定はありません。収集が済んだら，コンテナは集積所に置いたままにしないで，自宅へ持ち帰るようにしましょう。

分 別 の 種 類 収 集 日頻度 収 集 容 器 ご み の 種 類 出 す と き の 注 意

燃えるごみ
週
２
回

月
２
回

月
１
回

月
２
回

月
２
回

月
１
回

月
１
回

ペットボトル

無色のびん

茶色のびん

その他のびん

ガラス・
陶磁器類

古紙類

カン・金属類

蛍光灯・電球

毎週

◎商品のラベルやボトルの底に識別マーク　　の表示のあるもののみ収集します。
◎キャップとラベルをはずし、容器の中身はすべて取り除いて、水で軽くゆすいで出してください。
◎はずしたキャップ、ラベルは「燃えるごみ」で出してください。
◎コンテナからあふれてしまうような場合には、つぶして出すようにしてください。

◎ガラスびんの分別は口元の部分の色で判断してください。
◎すりガラス状のびんで口元が無色透明なものは、「無色のびん」になります。
◎無色に見えてもうすく色が付いているガラスびんは、「その他のびん」になります。
◎キャップを必ずはずし、中身はすべて取り除いて、水で軽くゆすいで出してください。
◎金属製のキャップは「カン・金属類」へ、プラスチック製のキャップは「燃えるごみ」に出してください。
◎コップ・板ガラスなど、びん以外のガラス製品は「ガラス・陶磁器類」になります。
◎ブランデーや化粧品などの容器に使われている陶製のびんは、「ガラス・陶磁器類」になります。
◎割れていてもそれぞれに分別して出してください。
◎農薬や劇薬の入っていたものは収集できません。（販売店等に問合せください）

◎ガラス製品は、びん以外のものを出してください。
◎割れていてもそのままコンテナに入れて出してください。

◎割れたものは飛散しないように透明の袋に入れて出してください。
◎LED照明器具（蛍光灯型・電球）は，「カン・金属類」で出してください。
　※販売店で行う拠点回収も有効活用ください。

◎新聞・雑誌（チラシ、書籍、厚紙等）・ダンボールの３種類に分けてください。
◎種類ごとに、ひもで十字にしばって出してください。（粘着テープは使用できません。）
◎油付着の紙、カーボン紙、防水加工紙などは「燃えるごみ」に出してください。
◎紙の原料とならない不適物（粘着テープ、ビニール、金属、プラスチックなど）は取り除いてください。
◎水に濡らさないように注意してください。（濡れた状態では出さないでください）

◎カッターの刃・カミソリ・縫い針類は、スチール缶（識別マーク　　のあるもの）へ入れて出してください。
◎使い捨てライターは、ガスを完全に使い切ってから出してください。
◎ガス缶・スプレー缶は、必ず使い切り、穴を開けガスを完全に抜いてください。
　※ガスが残っていると火災事故の恐れがありますのでご注意ください。
◎小型電気製品のコードは、根元から切って束ねて出すようにしてください。
◎小型家電製品の乾電池は、必ず取り外してください。 ◎アルミはくは、異物を取り除き丸めて出してください。

月・木

火

水

水

水

水

火

金

金

曜日

曜日

曜日

曜日

曜日

曜日

曜日

曜日

市指定ごみ袋
45ℓ、30ℓ

第1・3

第1

第2

第3

第4

第2・4

第1・3

第4

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

・紙くず　・貝がら　・ゴム類　・木くず
・古衣類　・皮革類　・紙おむつ　
・生ごみ　・プラスチック類
・発泡スチロール　・草花類
・布団（シングルサイズ）　　など

・清涼飲料　・しょうゆ等の調味料
・酒類　・乳飲料用　　のペットボトル

・牛乳びん
・無色の一升びん　など

・ビールびん
・栄養ドリンク　など

・青、緑、黒色のびん  など

・茶わん　・せともの　・花びん
・コップ　・板ガラス　など

・新聞　・雑誌（チラシ）　・ダンボール

・蛍光灯　・電球　・豆電球　・グローランプ
・水銀式体温（温度）計　　　など

・空き缶　・乾電池　・小型電気製品
・金属製調理器具　 ・小型金属おもちゃ
・金属製雑貨品　　 ・スプレー缶
・LED照明器具　　 ・アルミはく など

ごみ出しのルール

・決められた分別方法と出し方に従い、収集当日★　　　　　　  までに、ごみ集積所に出してください。
・回収後の後出しや分別ルール違反のごみは回収しません。（違反シールを貼ることがあります）
・ごみ集積所は、利用する方々が自ら管理するものです。地域の環境美化に努め清潔にしてください。

朝8時00分

令和    　年度 家庭ごみ収集カレンダー2
小美玉市

玉里地区

ひも

ごみ減量・リサイクルは、

　　　一人一人の意識と取組みの積み重ねです！

曜日

種類

月

燃えるごみ ペットボトル 無色のびん 茶色のびん
その他の

びん
ガラス・
陶磁器類

古紙類カン・金属類
蛍光灯・

電球

毎週月・木曜日 第1･3火曜日 第2･4火曜日第1･3金曜日第1水曜日 第2水曜日 第3水曜日 第4水曜日 第4金曜日

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

6日 13日 20日 27日2日 9日 16日 23日 30日

4日 11日 18日 25日7日 14日 21日 28日

1日 8日 15日 22日4日 11日 18日 25日 29日

6日 13日 20日 27日2日 9日 16日 23日 30日

3日 10日 17日 24日 31日6日 13日 20日 27日

7日 14日 21日 28日3日 10日 17日 24日

5日 12日 19日 26日1日 8日 15日 22日 29日

2日 9日 16日 23日 30日5日 12日 19日 26日

7日 14日 21日 28日3日 10日 17日 24日

4日 11日 18日 25日7日 14日 21日 28日

1日 8日 15日 22日4日 11日 18日 25日

1日 8日 15日 22日 29日4日 11日 18日 25日

19日

21日

5日

7日

16日2日

21日7日

18日4日

15日1日

20日6日

17日3日

15日1日

16日

16日

19日

2日

2日

5日

3日

3日

6日

2日

4日

7日

2日

5日

1日

3日

6日

1日

10日

10日

13日

9日

11日

14日

9日

12日

8日

10日

13日

8日

17日

17日

20日

16日

18日

21日

16日

19日

15日

17日

20日

15日

24日

24日

27日

23日

25日

28日

23日

26日

22日

24日

27日

22日

23日

23日

26日

22日

24日

27日

22日

25日

28日

23日

26日

28日

9日

9日

12日

8日

10日

13日

8日

11日

14日

9日

12日

14日

19日

19日

15日

18日

20日

16日

18日

21日

17日

19日

15日

17日

5日

5日

4日

6日

2日

4日

7日

3日

5日

1日

3日

26日

26日

22日

25日

27日

23日

25日

28日

24日

26日

22日

24日

◎市指定ごみ袋※を必ずご使用ください。（指定ごみ袋以外のものに入れた場合は収集しません）
　※45ℓ10枚入り200円、30ℓ10枚入り150円（市内小売店等にて販売）
◎袋の口はしっかりむすんでください。※市指定ごみ袋への集積所地区名および氏名の記入にご協力ください。
◎食用油は古紙や布にしみこませるか凝固剤で固めてください。
◎生ごみはしっかりと水を切ってください。（生ごみ処理機等の購入補助制度をご利用ください）
◎草花類は、土をよく落とし乾燥させてから出してください。
◎小枝や板切れ等は、太さ最大5cm長さ最大60cm以内に切り、ひもでしばって量に応じて市指定ごみ袋をつけてください。
　（小枝と板切れは、それぞれにひもでしばってください）※ごみの野外焼却は法律で禁止されており、周辺の方への迷惑ともなります。
◎布団は、市指定ごみ袋に入らない場合、ひもでしばって量に応じて市指定ごみ袋をつけてください。
◎市指定ごみ袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」になります。　

コンテナ

集積所に出せないごみ

市で収集・処理できないごみ

事業ごみ

一時的な多量ごみ

環境センターで処理できないごみ

◇引っ越し大掃除などに伴う一時的な多量のごみは、環境セン
ターへ自己搬入するか、市の許可業者に依頼してください。

◇購入店や許可業者等に依頼する場合
　・引取方法や費用は、直接店等に問合せください。
◇市に回収を依頼する場合
　・事前（原則3日前）に玉里支所窓口で申込ください。
　  ※申込状況により次月以降になります
　・収集運搬手数料は、サイズで異なります。（大1,000円・中500円・小300円）
　・第４金曜日に業者が自宅まで回収に伺います。
　  ※立会不要
　・回収当日、粗大ごみ処理券を貼って、自宅の門前に出してください。
◇処理施設へ自己搬入する場合
　・下記を参照

◇購入店や家電量販店、許可業者等に依頼する場合
　・引取方法や費用は、直接店等に問合せください。
◇市に回収を依頼する場合
　・郵便局でリサイクル券を購入のうえ、事前（原則3日前）に玉里支所窓口で申込ください。

※申込状況により次月以降になります。
　・収集運搬手数料は、1,500円
　・第４金曜に業者が自宅まで回収に伺います。※立会不要
　・回収当日、収集運搬券を貼って、自宅の門前に出してください。
　　※リサイクル料金は、メーカー・機種により異なります。下記またはメーカーに直接問合せください。
　　　家電リサイクル券センター　℡0120-319-640
◇郵便局でリサイクル券を購入のうえ、指定引取所（下記最寄引取所）へ自己搬入する場合
（令和2年1月現在）

　・イバラキ流通サービス：かすみがうら市宍倉5685-1　℡029-832-1800
　・ヤマガタ：ひたちなか市佐和1395-2　℡029-285-5926

◇商店、飲食店、農業、漁業などあらゆる事業活動から出るごみ
は、集積所には出せません。

◇環境センターに自己搬入するか、市の許可業者に依頼して適正
に処理してください。

　 ※産業廃棄物は、法令により市では処理できません。
　　 専門の処理業者等に処理を依頼してください。

◇以下のごみは処理できません。
　タイヤ・農機具・便器・洗面台・農薬等・

毒劇薬・塗料・シンナー・土砂・焼却灰・オイルなどの廃油・自動
車・オートバイ・船舶・ピアノ・コンクリート・ブロック・レンガ・
大型木材・鉄骨類・タイル・瓦・消火器・農業用ビニール・サイ
ディング材・ドラム缶・ガスボンベなど

◇下記または販売店、専門処理業者にご相談ください。
　　茨城県産業資源循環協会　℡029－301-7100

収

集
・
処

理

で

き

な

い

ご

み

粗

大

ご

み

廃

家

電

４
品

目

 粗大ごみの処分方法 テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機等の処分方法

◇リサイクル料金は、メーカー・機種により異なります。
　（PCリサイクルマークのあるパソコンは無料です。）
　下記またはメーカーに直接問合せください。　
　 パソコン3R推進協会　℡03-5282-7685  （URL）http://www.pc3r.jp/

パ
ソ
コ
ン

◇小型家電の拠点回収を実施しています。
　 回収ボックスは、本庁舎、小川支所、玉里支所に設置しています
◇主な対象品目は以下のとおりです。
　携帯電話・スマートフォン、デジタルカメラ、電卓・計算機、ゲーム機、ICレコーダー、磁器ディ

スク装置、パソコン（ノート型）、タブレット端末、ポータブルDVD、携帯音楽プレーヤー、ラ
ジオ、カーナビ、電子辞書、補聴器、ドライヤー、電気かみそり、電話機、電子体温計、電動歯
ブラシ、デジタル歩数計、電子ヘルスメータ、ACアダプター等コード類

　※リモコン、充電器、充電式電池の付属品も含む 

小

型

家

電

環境センター

小美玉市医療センター 小川総合支所

至行方方面

玉里総合支所

玉里中学校

石岡
運動公園

至石岡方面

至高浜方面

至水戸方面

玉里運動公園

案内看板

環境センター（ごみ処理施設）への自己搬入
住所：小美玉市高崎1824-2　TEL：26-0246

  ◇受付日：月～金曜(祝日含む) 
　  ※12月29日～1月3日を除く
  ◇時　間：８時30分～11時45分
　　　　　 13時～16時30分
  ◇手数料：【生活系】10kg100円
　　　　　【事業系】10kg200円
　  ※自己搬入の際、指定ごみ袋は
　　  必要ありません
  ◇注　意：長期休暇時は混雑します。
　　　　　 渋滞緩和に協力ください
   （URL）http://kasumidai.or.jp/　

平成30年度の可燃ごみ排出量は、1人当り790g/日です。10％の削減を目指しましょう!

★

★

※★は令和２年度から収集日が変更になります。ご注意ください。



－ 被災ごみ（災害廃棄物）の特別受入 － 
 

市では，台風19号による被災ごみ（災害廃棄物）の発生状況を踏まえ，対象ごみや特別受入場所

（仮置場）を選定しました。 

つきましては，通常のごみとは別に，次のとおり特別受入れを行います。特別受入をご希望の方

は，希望日の前日までにお申し込みください。また，搬入の際は，市内在住について免許証等で確

認いたします。 

 

１．対象被災ごみ（災害廃棄物） 

１．瓦，２．コンクリート（がら・ブロック），３．金物類（サッシ・屋根や外壁の材料のみ） 

４．金属トタン，５．木・枝，６．竹，７．塩ビトタン・雨どい，８．スレート・外壁材 

９．柱・コンパネ・ベニヤ，１０．住宅用窓ガラス，１１．畳（浸水被害が生じた場合） 

 

２．特別受入場所（仮置場）  

災害発生状況により判断 

 

３．特別受入期間  

10月17日（水曜） ～ 11月1日（金曜）まで （毎週 月曜，水曜，金曜）祝祭日を除く 

 

４．受入時間  

（午前）9時から12時 午後13時から17時 

 

５．搬入時の注意事項  

・分別していないごみは，お断りします。 

・１回の搬入につき，200kg程度以内でお願いします。（軽トラ荷台） 

・品目により降ろす場所が異なります。搬入の際は降ろしやすいよう分別ください。 

・荷降ろしは，搬入される方がご自身でお願いします。（係員の指示に従ってください） 

・木材などは，寸法制限は設けませんが，人力で降ろせる範囲としてください。 

・上記受入場所への持ち込み車両は２ｔ車まででお願いします。 

・運搬時等に破損，飛散する恐れがあるため，ビニール袋等に包んでください。 

 

６．被災ごみとして搬入できないもの  

・災害に関係ない生活ごみは，通常の収集で出してください。 

※物置や小屋にしまっていたごみ（使っていないもの）は被災ごみとなりません。 

台風の影響により使えなくなったものでも，上記12品目以外のごみは受入れできません。 

・可燃・不燃・資源ごみ等は，下記のごみ処理施設で受け入れます。 

または，通常のごみ分別によりごみ出しください。（ごみカレンダーをご参照ください） 

・家屋の解体や補修等を業者に依頼する場合，産業廃棄物となります。 

・農業用廃材（ビニール，農業用パイプ等）は，産業廃棄物となります。 

・事業所のごみは受け入れできません。 

 

７．被災ごみの自己搬入が出来ない方  

災害廃棄物について受入場所への自己搬入が出来ない方は，次の方法があります。 

・一般廃棄物収集運搬許可業者へご依頼（有料）ください 

・処理手数料は災害廃棄物として減免扱いですが，収集運搬料はご負担いただきます。 

 

８．お問い合わせ  

・小美玉市 環境課 廃棄物対策係 TEL 0299-48-1111内線 1144,1145 

・市内ごみ処理施設 

   （小川・玉里地区の方）霞台厚生施設組合 環境センター   TEL 0299-23-0246 

（美 野 里地区の方）茨城美野里環境組合 クリーンセンター TEL0299-48-1571 

 

資料７ 

 



受入場所（仮き場）の条件 

 

 ・一定の面積（分別ごみに分けて保管） 

 ・市有地であること 

 ・長期間にわたり使用可能 

 ・開施錠できること 

 

 

基本的な配置（例）  

  

 
入口出口

ｽﾚｰﾄ外壁材

柱/ｺﾝﾊﾟﾈ
/ﾍﾞﾆﾔ

住宅用窓

ｶﾞﾗｽ

畳

木/枝 竹

瓦

ｺﾝｸﾘｰﾄが

ら

金物類

金属ﾄﾀﾝ
塩ビﾄﾀﾝ/
雨どい

 
 

 

職員対応 

 

 ・各仮置き場に，５名以上を配置（受付２名，誘導案内３名）※搬入状況により増減 

 

  ※職員は，搬入の補助はしない 分別ごみの内容に誤りが無いよう確認する 

 

 ・午前（９時から１３時，１３時から１７時） ※事前申込による数量制限を前提 

 

 

【必要備品】 

・分別看板（木杭） 

・仕切りロープ 

・ビニールシート 

・警棒 

・受付簿 

・周知チラシ 

【配置条件】 

・通路の幅 5ｍ以上 

 ※搬入ｽﾍﾟｰｽ 3m 

・置場の幅 5m～10m 

・置場の奥行 5～10m 

 ※ｽﾍﾟｰｽあれば倍以上 

受付 

誘導 

誘導 

誘導 



 

【募集】 ２/16 第３回 小型家電，金属製品，衣類 回収イベントを開催します 

 

本年度，市では，茨城町，リーテムと協働し，小型家電等回収促進プロジェクトとして，不要と

なった小型家電や金属製品等の回収に係るイベントを開催しています。 

好評いただいた第１・２回イベントに引き続き，第３回目のイベントを開催します。 

当日は，時間に余裕を持ってご利用いただき，ごみの減量，リサイクルの推進にご協力をお願い

します。 

 なお，イベント開催に伴う周辺混雑が予想されるため，事前に申し込みいただいた方のみのご利

用とさせていただきます。 

 

 

◎日  時  ２月 16日（日） 10：00～15：00 ※事前申し込み必要※ 

事前申込は，１月 27日～２月 14日までに下記へ申込みください  

◎場  所  小川文化センター〝アピオス〟（小美玉市小川 225）下図参照 

◎対象品目  金属製品・小型家電・衣類（詳しい対象品目は一覧表を参照ください） 

◎搬入注意  ・十分に汚れを落としてください（衣類は特に濡れや汚れを落とす） 

・受付の際，身分証明書（免許証など）の提示ください  

・回収可能品目以外のものは，お持ち帰りください  

 ◎来場注意  搬入経路は下図のとおりです。入退場の際は十分ご注意ください 

        ※入退場ルールは，渋滞回避，事故防止のため厳守して下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料８ 

アクセス図 

 

 

問合せ及び申し込み先 小美玉市環境課 廃棄物対策係 ℡ 0299-48-1111 内線 1144 1145 

※本イベントをご利用の方は，事前の申し込みのうえ，当日，指定の時間にお越しください。 

会場周辺・進入経路図 

 



小型家電・金属類，衣類 回収イベント 回収可能品目一覧表 
 
■回収可能な小型家電   ■回収可能な小型家電 

No 品目   No 品目 

1 電話機・FAX   31 電気ストーブ 

2 
携帯電話・スマートフォン※データ消去する

こと 
  32 空気清浄機 

3 カーナビ・ETC・VICS ユニット   33 電気掃除機 

4 ラジオ   34 布団乾燥機 

5 デジタルカメラ   35 電気アイロン 

6 フィルムカメラ   36 ヘアードライヤー 

7 レコーダー・プレーヤー(ビデオ・DVD・BD)   37 電気カミソリ 

8 アンテナ（無線用・BS用など）   38 
照明器具・電気スタンド※電球・蛍光灯を

外すこと 

9 テレビチューナー   39 電気時計 

10 オーディオ機器（木製スピーカーは除く）   40 電子楽器 

11 映写機   41 ゲーム機(据え置き型・携帯型) 

12 携帯音楽プレーヤー・ミニコンポ     
 

13 パソコン ※データを消去すること   ■回収可能な金属製品 

14 
ハードディスク・USBメモリ※データ消去す

ること 
  No 品目 

15 プリンター ※インク・トナーを抜くこと   1 ガスレンジ・ガステーブル 

16 
パソコン用モニター・プロジェクター（ブラ

ウン管モニターは除く） 
  2 

カセットコンロ・卓上コンロ※ボンベを外

すこと 

17 電子書籍   3 バーベキューコンロ 

18 電卓・電子辞書   4 ストーブ（ガス、石油）※燃料を抜くこと 

19 タイプライター   5 
ファンヒーター（ガス・石油） ※燃料を

抜くこと 

20 電気ミシン(卓上型)   6 刈払い機・チェーンソー※燃料を抜くこと 

21 電動工具   7 工具類（大） 

22 発電機   8 脚立・はしご 

23 電子式ヘルスメーター(体組成計・体脂肪計)   9 ゴルフクラブ 

24 クッキングヒーター   10 ダンベル・鉄アレイ・バーベル 

25 電子ジャー   11 金属パイプ 

26 電子レンジ・トースター   12 雨戸(金属製に限る）※木製は引取り不可 

27 ミキサー   13 
サッシ枠(金属製に限る）※木製は引取り不

可 

28 電気餅つき機   14 縁台（金属製に限る）※木製は引取り不可 

29 食器洗い機・食器乾燥機   15 一輪車（運搬用台車） 

30 扇風機・温風機   16 一斗缶 

 
    17 トタン板 

■回収可能な衣類（雨天時は衣類回収は中止）   18 ポンプ（井戸用） 

No 品目   19 エアーコンプレッサー 

１ 布を使用した衣類（ｽｰﾂ，ｼｬﾂ，ｼﾞｰﾝｽﾞ等） 

※回収できない衣類 

・衣類以外の布製品（布団，毛布，絨毯，ｶｰﾃﾝ，ｼｰ

ﾂ，ﾀｵﾙ，ﾊﾝｶﾁなど），大きな汚れが付着したもの，

ﾋﾞﾆｰﾙや羽毛，革，フリース素材の衣類，下着，

肌着，靴下，ネクタイ，作業服，学生服など 

 

 

 

 

 

 

 

■問合せ及び事前申し込み先 

 小美玉市 環境課 廃棄物対策係 

TEL 0299-48-1111 内線 1144，1145 



令和元年度 小型家電回収プロジェクト 実施状況 

 

【イベント回収】 

 

 

Cf.衣類（古布） 80Kg 

 

 

【集計結果】 2019年7月7日　茨城美野里環境組合　実施

第１回 計 茨城町 小美玉市

小型家電 4880.0 1,534.6 3,345.4

金属屑 2390.0 751.6 1,638.4

小型デジタル家電 259.0 81.4 177.6

携帯電話 7.0 2.2 4.8

合計 7536.0 2,369.8 5,166.2 ※回収量：リーテム黒羽氏提供

※搬入台数：アンケート集計結果

項目 計 茨城 小美玉

搬入台数 159 50 109

割合 100% 31.45% 68.55%

【集計結果】 2019年10月27日　リーテム水戸工場　実施

第２回 計 茨城町 小美玉市

小型家電 2930.0 2,286.4 643.6

金属屑 2295.0 1,790.9 504.1

小型デジタル家電 242.0 188.8 53.2

携帯電話 6.2 4.8 1.4

合計 5473.2 4,271.0 1,202.2 ※回収量：リーテム黒羽氏提供

※搬入台数：アンケート集計結果

項目 計 茨城 小美玉

搬入台数 173 135 38

割合 100% 78.03% 21.97%


