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第１章 計画の概要 

1. 計画改定の背景 

世田谷区は、平成１７年度から平成 26 年度を計画期間とした、「世田谷区

一般廃棄物処理基本計画－環境に配慮した持続可能な社会を目指して－」（平

成１７年３月発行、平成２２年３月改定）を策定し、持続可能な社会の実現

に向けた施策を展開してまいりました。 

国においては、平成 25 年に「第三次循環型社会形成推進基本計画」を策

定し、再生利用『リサイクル』より優先順位の高い２Ｒ（発生抑制『リデュ

ース』・再使用『リユース』）の推進、使用済製品からの有用金属の回収、水

平リサイクル1等の高度なリサイクルの推進などを掲げています。国の「中央

環境審議会」及び「産業構造審議会」においては、「容器包装に係る分別収集

及び再商品化の促進等に関する法律」2の改正に向けた議論がなされており、

拡大生産者責任3による事業者責任の強化と、消費者・事業者・自治体の役割

分担が明確にされることが期待されます。また、東日本大震災において、大

量に発生した災害廃棄物の処理が大きな社会問題となったことから、災害時

における廃棄物処理体制を準備しておくことの重要性を指摘しています。 

区は、平成 25 年度に、世田谷区の望ましい将来像の実現に向け、区民主

体のまちづくりを進め、自治の発展を目指す区政の基本的な指針として、新

たな「世田谷区基本構想」と「世田谷区基本計画」を策定しました。また、

廃棄物の減量及び適正処理に関して調査・審議する世田谷区清掃・リサイク

ル審議会より、平成 26 年 8 月に「世田谷らしい更なるごみ減量施策につい

て」の提言がなされています。 

前回の改定版の策定時から 5 年を経て、国の計画や区の上位計画並びに審

                                      

1アルミ缶からアルミ缶を製造するように、使用済製品を原料として用いて、品質の劣化し

ない同一の製品を製造するリサイクルです。 

2容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）は、

家庭から出る容器包装廃棄物（紙容器、びん、缶、ペットボトル、プラスチック容器など）

の減量化と再資源化を促進するために制定された法律です。 

3生産者は生産行為だけに責任を負うのではなく、それがごみとなった段階にまで責任を負

うべきであるとする考え方です。ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）により提唱され、わが国で

は「循環型社会形成推進基本法」に明記されています。 
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議会提言などを踏まえて、これまでの 3Ｒの推進から発生抑制『リデュース』

と再使用『リユース』の２Ｒに重点を置き『世田谷区一般廃棄物処理基本計

画』を全面的に見直しました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リサイクルよりも２R（発生抑制と再使用）を推進する理由 

 ごみを減らすためには、３Ｒ（発生抑制『リデュース』、再使用『リユース』、

再生利用『リサイクル』）を推進する必要があります。 

リサイクルを推進することで、資源の保全や環境負荷の低減ができます。

しかし、リサイクルも環境負荷を生じ、ごみとして処理する以上の費用がか

かることがあります。 

 一方、２R はそもそも不用な「もの」を発生させない取組みですので、ご

み処理やリサイクルのための環境負荷や費用が発生しません。そのため、２

R は環境にやさしいことはもちろんのこと、節減した費用を財源とすること

で、区民サービスの向上につながる理想的なごみ減量の取組みと考えていま

す。 

2. 計画の位置づけ 

本計画は、中・長期的視点から世田谷区の一般廃棄物（資源・ごみ、生活

排水）に関する施策の方向性を明らかにするものです。本計画の位置づけは

次の通りです。 

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）」第６

条第１項及び「世田谷区清掃・リサイクル条例」第３５条に規定する一般廃棄

物処理計画に該当します。 

 「世田谷区基本構想」(平成 25 年から 20 年間)、「世田谷区基本計画」(平成

26 年度から平成 35 年度)を上位計画とし、「世田谷区環境基本計画」と整合

を図るものです。 

 東京都が策定する「東京都廃棄物処理計画」、東京二十三区清掃一部事務組合4

（以下、「清掃一組」という。）が策定する「東京二十三区清掃一部事務組合一

般廃棄物処理基本計画」との整合を図るものです。 

                                      

4可燃ごみ、不燃・粗大ごみの中間処理（焼却や破砕など）及びし尿の処理をより効率的に

行うため、世田谷区を含む東京 23 区が地方自治法に基づいて平成 12 年 4 月 1 日に設立

した特別地方公共団体です。 
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図 1-1 本計画の位置づけ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 計画の対象 

理念の実現

世田谷区

一般廃棄物処理基本計画

（本計画）

世田谷区基本構想・基本計画

世田谷区

環境基本計画

世田谷区一般廃棄物処理実施計画

整合

基本的な

考え方

整合

環境基本法及び計画

循環型社会形成推進
基本法及び計画

廃棄物処理法

国

東京都
廃棄物処理計画

東京二十三区
清掃一部事務組合

一般廃棄物処理基本計画

組合構成区の
一般廃棄物処理基本計画

他自治体

（1） 計画期間 

計画期間は平成２７年度から平成３６年度の１０年間で、計画の前提条件

に大きな変更があった場合など、概ね５年で見直すこととします。 

図 1-2 計画期間 
 

 

 

 

 

開 始 年 度 計画の見直し 最 終 年 度

平成２７年度 平成３６年度

（2） 対象廃棄物 

本計画では、「廃棄物」、「資源」、「ごみ」を次のように定義します。 

 廃棄物 

家庭や事業所から排出される不用なもので、「資源」、「ごみ」、「生活排水」の総

称です。 
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 産業廃棄物 

事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など廃棄物処理法に定め

るものです。 

 一般廃棄物 

産業廃棄物以外の廃棄物です。家庭から排出されるものと、事業活動から排出

されるものから成ります。 

 資源 

家庭や事業所から排出される不用なもののうち、区が資源回収の対象としてい

る品目、または、有償で買い取ってもらえる品目のことです。 

 ごみ 

家庭や事業所から排出される不用なもののうち、区が資源回収の対象とせず、

かつ、有償で買い取ってもらえない品目のことで、発生源によって、「家庭ごみ」

と「事業系ごみ」と定義します。 

本計画では、区内で発生するすべての一般廃棄物（資源・ごみ、生活排水）

とあわせ産廃5を対象とします。 

 

図 1-3 対象廃棄物 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

5 世田谷区が、一般廃棄物の処理または、その処理施設の機能に支障が生じない範囲に

おいて、一般廃棄物をあわせて処理することが必要と認める産業廃棄物のことです。

区では、紙くず、木くず、ガラスくず及び陶磁器くず、金属くず、廃プラスチックの

5 品目を指定しています。 

 

廃棄物 

一般廃棄物 

産業廃棄物 

ごみ 

生活排水 

家庭ごみ 

事業系ごみ 

あわせ産廃 

対象とする廃棄

物 

資源 
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第２章 清掃事業の現状と課題 

1. 清掃事業の役割 

（1） 区の価値の向上 

区は、公衆衛生の向上と生活環境の保全を通じ区の価値を高め、維持する

ことを目的に清掃事業を実施します。資源回収・ごみ処理は、図 2-1 に示す

ように、リソース6を投入することで区内外での価値を生み出しています。 

ごみの収集作業によって区域を清潔で快適なものとすることで、美的価値

の向上、環境汚染の防止、公衆衛生の向上などにより地域環境の保全という

価値を生み出しています。また、適正な資源回収・ごみ処理をすることで、

資源の保全、最終処分場の延命、温室効果ガス等の削減などの地球環境の保

全という価値を生み出しています。 

図 2-1 ごみ処理における価値創出の仕組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

6 清掃事業に投入する技術や労働力、資金などの経営資源のことです。 
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（2） ごみ処理の工程 

ごみ処理は、図 2-2 に示すように、発生から最終処分に至るさまざまな工

程から構成されます。家庭や事業所で発生したごみは、家庭や事業所などで

保管されたのち、集積所に排出され、収集以降の処理工程に送られます。ご

み処理というと、収集から最終処分までの工程と理解されがちですが、ごみ

が発生した段階からごみ処理の工程は始まっています。工程ごとの管理目標

は表 2-1 となります。 

図 2-2 ごみ処理系を構成する工程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表 2-1 清掃事業の管理目標 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程 管理目標

●区民及び事業者に対して、ごみの発生抑制及び分別保管を要請し
ます。またそのために、必要な指導を行います。

●街の美化を維持するために、必要な措置を行います。

収集・運搬
・中継

●排出されたごみによって、生活環境に支障が生じないうちに収集
します。収集運搬に伴う環境負荷を最小限に抑制するための方策を
講じます。

●可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみについては、清掃一組で処理しま
す。

●再資源化については、資源回収事業を実施するとともに、地域に
おける集団回収等を促進します。

●処分先における環境負荷を抑制するために、処分施設に搬入する
物量を抑制し、組成を適切なものとします。

再資源化 ●回収した資源を円滑に再資源化します。

最終処分
●焼却残さは全量を東京都が運営する海面埋立処分場で最終処分し
ます。その限られた埋立容量を長く活用するために、搬入する量の
抑制に努めます。

コスト管理
●公衆衛生・環境保全・区民の利便性と、それに掛かる費用を総合
的に評価しながら、最も効率的な清掃事業を目指して改善努力を続
けます。

発生・保管
・排出

中間処理・
資源回収
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2. 区が行う資源回収・ごみ処理 

区は、平成２６年度当初時点で、以下のような資源回収・ごみ処理を実施し

ています。 

（1） 資源・ごみの分別区分と収集方法 

資源・ごみの分別区分と収集方法は、表 2-2 のとおりです。 

表 2-2 資源・ごみの分別区分と収集方法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な対象品目 収集方法 収集頻度等

生ごみ、紙おむつ、プラスチック
類など

集積所 週2回

金属類、ガラス類、陶磁器類、一
辺が30cm以下の家電製品など

集積所 月2回

布団、自転車などの一辺が30cm
を超えるもの

戸別 申込制

古紙
新聞、雑誌類（雑誌・その他の
紙）、段ボール

集積所 週1回

びん 飲料用・食品用のガラスびん 集積所 週1回

缶
飲料用・食品用のアルミ・スチー
ル缶

集積所 週1回

ペットボトル 飲料用・調味料用のペットボトル 集積所 月2回

紙パック 牛乳パック 拠点回収
回収
ボックス

白色発泡トレイ 白色の発泡スチロール製のトレイ 拠点回収
回収
ボックス

食品用透明プラスチック 無色透明の食品用トレイ 拠点回収
回収員
手渡し

色・柄付き発泡トレイ
色や柄がついている発泡スチロー
ル製のトレイ

拠点回収
回収員
手渡し

廃食用油 てんぷら油・サラダ油等の食用油 拠点回収
回収員
手渡し

(注)家電リサイクル法（正式名称：特定家庭用機器再商品化法）の対象品目で、エアコン、テレビ

 

（2） 回収・収集作業 

回収・収集作業は、集積所に排出された資源・ごみを清潔かつ安全に収集

し、それらを円滑に処理施設やリサイクル施設に搬入することを目標として

います。回収・収集作業の従事者は、区民・事業者とコミュニケーションを

図りながら、集積所に適正に排出された資源・ごみを確実に収集しています。 

資源・ごみを集積所まで自分で出すことができない 65 歳以上の 1 人暮ら

しの高齢者等（要介護２程度、障害者）については、玄関先等から資源回収・

ごみ収集を行うとともに、安否確認を行い異常時には必要な措置を講じる「安

　　(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機が該当します。

大ごみ

家電リサイクル品目
(注)

・パー
ソナルコンピュータは除く）

資

分別区分

燃ごみ

燃ごみ

可

粗

（

　
　
源

不
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否確認付き高齢者等訪問収集」を実施しています。なお、粗大ごみを屋外に

自分で出すことができない 65 歳以上の高齢者、障害者世帯については、室

内から運び出す「粗大ごみ運び出し収集」を実施しています。また、飲食店

などが密集する特定の繁華街については、午前 7 時台の早朝収集を実施して

います。 

車両の運行にあたっては、交通法規を遵守するとともに、燃料消費・騒音・

排ガス発生の抑制などに努めています。また、車両の整備を適切に行うとと

もに、積み込み作業時の排気ガスの排出を抑制できる電動架装車両など、環

境に配慮した車両も導入しています。 

（3） 中間処理・最終処分 

清掃一組が運営する清掃工場や不燃ごみ処理センター、粗大ごみ破砕処理

施設で中間処理（焼却・破砕）を行った後、東京都が設置・運営している中

央防波堤外側埋立処分場及び新海面処分場へ埋立処分しています。新海面処

分場は、東京２３区最後の処分場と言われており、ごみの発生・排出を抑制

することにより、最終処分量を減らし、埋立処分場の延命化に取り組まなけ

ればなりません。 

① 可燃ごみ 

可燃ごみは、主に世田谷区に在する千歳清掃工場、世田谷清掃工場の２工

場に搬入し焼却処理しています。一部は、目黒清掃工場、多摩川清掃工場な

ど世田谷区外の清掃工場に搬入し焼却処理しています。 

 

② 不燃ごみ 

不燃ごみは、区内の中継所に搬入し、金属製品（鍋・フライパン等）、小型

家電、蛍光管、スプレー缶などを選別した後、不燃ごみ処理センターで処理

しています。金属製品や小型家電等はリサイクル業者に売却し、有用金属等

をリサイクルしています。蛍光管等は、金属水銀を含むため、民間業者に委

託して適正に処理しています。 

 

③ 粗大ごみ 

粗大ごみは、区内 2 箇所の中継所に搬入し、金属部分を含む製品を選別し

た後、粗大ごみ破砕処理施設に搬入し、破砕しています。破砕後の可燃物は

焼却処理し、不燃物は埋立処分しています。金属部分を含む製品はリサイク

ル業者に売却し、有用金属等をリサイクルしています。なお、エコプラザ用

賀において、まだ使用できる家具等を修理し、希望の方に抽選で有償にて提

供しています。 
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④ 資源 

古紙・缶・ペットボトル等の資源は、民間の処理施設で中間処理・再商品

化しています。なお、ガラスびんは世田谷区資源循環センター（リセタ）で

中間処理を実施し、民間の処理施設で再商品化しています。 

（4） 助言・指導 

区は清掃事業を適正かつ効率的に遂行するために、資源・ごみの分別や排

出に関する助言や指導をしています。 

① 清掃職員による排出指導 

清掃職員による専任の「ふれあい指導班」が、集積所等において、区民及

び事業者に資源・ごみの適正排出に関する助言と要請（ふれあい指導）をし

ています。また、ごみ収集の直接の担い手である清掃職員の区民及び事業者

とのコミュニケーション等の能力を向上するために、研修を実施しています。 

 

② 不法投棄・不適正排出ごみの取扱い 

家電リサイクル法の対象品やパーソナルコンピュータ、排出禁止物（タイ

ヤ・バッテリー・石膏ボードなど）が集積所に排出された場合は、警告など

の措置をとっています。頻繁に不法投棄される集積所には、警告看板の設置

等による対策を講じています。また、分別区分のルールを守らず資源・ごみ

を排出する者への指導を強化する等、適正な分別排出を推進しています。 

 

（5） 区民及び事業者の責務 

区民及び事業者の責務を表 2-3 に示します。 

表 2-3 区民及び事業者の責務 
 

 

 

 

 

 

 

●資源・ごみは、区が定める区分に従って適正に分別すること。

●資源・ごみの減量化及び再利用、リサイクルの推進等に努めるこ
と。

●資源・ごみは、分別区分に応じた収集日の午前8時までに、資源・
ごみ集積所等に排出すること。資源・ごみの排出に際しては、集積所
の清潔維持に努めること。

● 集合住宅においては、分別した資源・ごみを保管するための場所を
指定し、専用の集積所を用意すること。

●店舗と住居を兼ねている事業者においては、事業系ごみと家庭ごみ
の分別を徹底すること。

●事業系ごみは、家庭ごみの収集に影響がない範囲において区で収集
を行うこととなっており、区の収集を利用する事業者は負担の適正化
の観点から、必ず所定の処理料金の事業系有料ごみ処理券を購入し貼
付すること。

●事業系ごみを一定量以上排出する場合には、区が許可する一般廃棄
物処理業者に処理を委託すること。

区民
事業者

事業者
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（6） 民間での処理 

区の許可を受けた一般廃棄物処理業者や資源回収業者が行う、資源・ごみ

処理及びリサイクル活動を区の清掃事業の一環と位置づけ、支援等を行って

います。 

① 集団回収・地区回収 

集団回収・地区回収とは、町会、集合住宅、PTA など 10 世帯以上で構成

される地域の住民団体が、各家庭から出る資源を持ち寄り、団体が契約した

資源回収業者に引き渡す自主的なリサイクル活動です。区に登録した団体（資

源再利用活動団体）には、回収量に応じて区から報奨金が支給されます。区

は、効率的で、ごみ減量の意識醸成及び良質な資源の回収が期待できる集団

回収・地区回収活動を支援しています。 

 

② 事業系リサイクルシステム 

事業系リサイクルシステムとは、事業者が排出する「古紙・ガラスびん・

アルミ缶・スチール缶」の資源の有効活用を推進するため、資源回収事業者

の組合と区が協定を結び、実施している区内事業者向けのリサイクルシステ

ムです。区内事業者向けの事業系有料ごみ処理券を使用して区の収集を利用

するよりも価格が安く、事業所の営業時間内に事業所から直接回収するなど

利便性を高めています。 

 

③ 事業系ごみの民間処理 

事業系ごみは、排出事業者の自己処理を原則とします。一般廃棄物の処理

料金の上限は区の条例で規定しているので、排出事業者は合理的な費用で民

間業者のサービスを利用することができます。区は、排出事業者に対して民

間業者とのごみ処理契約の締結を促しています。 

 

④ 一般廃棄物処理業の許可及び指導 

一般廃棄物処理業者は、区の一般廃棄物処理業の許可を受けて、廃棄物処

理法の定める基準に従って区域内のごみ処理を行います。業の許可は区長が

行いますが、許可の申請受付及び内容審査は、東京二十三区清掃協議会7が行

います。区は、一般廃棄物処理業者のごみ処理の状況を監督し、必要な指導

を行っています。 

                                      

7 東京二十三区清掃協議会とは、廃棄物の収集及び運搬に係る請負契約の締結に関する事

務を管理し及び執行するため、東京 23 区及び清掃一組が設置した協議会です。 
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3. 清掃事業の課題 

（1） 地域特性からの課題 

① 人口 

世田谷区の人口は増加しており、世田谷区の人口推計によると、本計画の

計画期間中は人口増加が予想されています。一人あたりのごみ量が減少して

も、人口が増加すればごみの総量は増加することから、人口増に対応したご

み処理体制の構築が必要です。 

図 2-3 人口の推移（平成 16～25 年度） 
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図 2-4 人口推計(平成 27 年度以降) 
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（注）平成27年1月現在で、区の総人口は推計値を上回る増加傾向にあり、

 
 
 
 

引き続き人口動向を注視し検討している。
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② 高齢者人口 

人口が増加する中で、特に高齢者（６５歳以上）人口とその割合の増加が

顕著になっています。世田谷区の人口推計によると、本計画の計画期間中の

高齢者人口は増加が予想されていることから、高齢者に配慮した収集体制の

構築が必要です。 

図 2-5 高齢者人口の推移（平成 16～25 年度） 
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図 2-6 高齢者人口推計（平成 27 年度以降） 

 

 

 

 

 

120,000人

人

人

150,000人

人

人

180,000人

190,000人

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

170,000

160,000

140,000

130,000

割合
(各年10月1日現在 外国人含む)

(出典)住民基本台帳
高齢者数

172,989 
175,520  177,177 

178,473  179,038  179,300  179,750  180,240  180,602 
181,633 

20.3%
20.5% 20.6% 20.7% 20.7% 20.7% 20.7% 20.7% 20.7% 20.8%

16.0%

17.0%

18.0%

19.0%

20.0%

21.0%

22.0%

120,000人

130,000人

140,000人

150,000人

160,000人

170,000人

180,000人

190,000人

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

高齢者数 割合
(外国人を含まない)

(出典)世田谷区
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③ 家族人数別の世帯数 

世田谷区の世帯数は増加していますが、世帯あたりの平均人数は 2 人を下

回っています。特に、単身者の増加が著しいことから、単身者を中心とした

普及啓発施策を検討する必要があります。 

図 2-7 家族人数別の世帯数の推移 
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④ 住居形態別の世帯数 

住居形態別では、マンションやアパートなどの集合住宅が増加しています。

住居形態に対応した適正な収集体制の整備が必要です。 

図 2-8 住居形態別の世帯数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一戸建

133,904 
30.2%

一戸建

121,503 
30.4%

一戸建

127,580 
33.9%

集合住宅

299,485 
67.6%

集合住宅

268,251 
67.0%

集合住宅

238,986 
63.4%

その他

9,888 
2.2%

その他

10,529 
2.6%

その他

10,089 
2.7%

総数

443,313 

総数

400,283 

総数

376,655 

0世帯 100,000世帯 200,000世帯 300,000世帯 400,000世帯 500,000世帯

H22

H17

H12

(出典)国勢調査
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⑤ 外国人人口 

様々な言語を使用する外国人が居住していることから、適正な分別や集積

所の利用を促進するための普及啓発施策が重要です。 

図 2-9 外国人人口の推移(平成 16～25 年度) 
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⑥ 転入者数 

世田谷区の転入者数は近年 6 万人前後（人口の約 7～8%）で推移していま

す。転入者に資源・ごみの排出ルールを正確に周知する必要があります。 

図 2-10 転入者数と割合の推移（平成 16～25 年度） 
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⑦ 事業所の状況 

世田谷区の事業所の 56.7%は従業者数が 5 人未満の事業所です。事業系ご

みについては自己処理が原則ですが、小規模な事業所の多くは区収集を利用

していると考えられます。許可業者の収集が促進されるとともに、一方で区

収集を利用する場合は事業系有料ごみ処理券の貼付が徹底されるような施策

を検討する必要があります。 

図 2-11 従業者数別の事業所数 
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（2） 清掃事業の課題 

① 前計画の達成状況 

前計画（平成２２年度から平成２６年度）では数値目標として、平成 26

年度の区民 1 人 1 日あたりのごみ排出量とリサイクル率8を設定しました。

平成 25 年度の実績値を比較すると、区民 1 人 1 日あたりの排出量は目標値

540gに対して実績値は 579g（達成率 93%）、リサイクル率は目標値の

24.0%に対して実績値は 21.4%（達成率 89%）です。 

 

 

リサイクル率＝資源回収量（ｔ）÷（区ごみ収集量（ｔ）＋資源回収量（ｔ）） 

（資源回収量：分別収集量、集団・地区回収量、拠点・店頭回収量の合計） 

表 2-4 前計画の数値目標の達成状況 
 

 

 

 
 

平成25年度
（実績値）

平成26年度
（目標値）

達成率

区民1人1日あたりの
ごみ排出量（g/人日）

579 540 93%

リサイクル率 21.4% 24.0% 89%

 
図 2-12 区民 1 日 1 人あたりの排出量とリサイクル率の推移 
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8 区の資源回収量が増加するとリサイクル率は増加しますが、資源物の発生抑制や民

間でのリサイクルが進むと減少することになります。そのため、リサイクル率は区全

体の３Ｒの推進をはかるものではないため、本計画の指標としては設定しません。 
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② 資源･ごみ量の推移と家庭ごみ組成分析調査について 

平成 16 年度から平成 25 年度にかけて、ごみ収集量は減少傾向にありま

すが、減少割合は鈍化しています。資源回収量は、平成 19 年度までは 5 万

t 台でしたが平成 20 年度からは４万 t 台で推移しており、その結果、リサイ

クル率は２０％前後で推移しています。なお、平成２０年１０月に、区内全

域で分別区分の変更（廃プラスチック等を不燃ごみから可燃ごみに変更）を

実施しているため、平成２１年度以降は可燃ごみが増加し、不燃ごみが減少

しています。 

平成 26 年度に実施した家庭ごみ組成分析調査によると、可燃ごみには

23.1%の資源化可能物が含まれており、内訳は紙類が 14.7%、布類が 5.7%、

プラスチック類が 2.5%、不燃系資源化可能物が 0.2%となっています。また、

不燃ごみには 12.0%の資源化可能物が含まれており、内訳はびん類が 9.3%、

缶類が 2.4%、紙類などの可燃系資源化可能物が 0.3%となっています。その

ため、ごみに含まれる未使用食品や資源化可能物を減らすなど、更なるごみ

減量をはかる必要があります。 

普及啓発による２R の促進、古紙類をはじめとする既存リサイクル品目の

回収率の向上、リサイクルの推進などにより、ごみ収集量を削減することが

求められています。 

図 2-13 ごみ収集量の推移 
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図 2-14 資源回収量の推移 
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表 2-5 家庭ごみに含まれる資源物の割合 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

割合 割合

14.7% 9.3%

新聞 0.4% 生きびん類 0.1%

折込広告 1.8% 雑びん類 9.2%

雑誌・本 3.6% 2.4%

段ボール 1.0% アルミ缶 0.4%

紙パック 0.7% スチール缶 2.0%

容器包装の紙類 4.1% 0.3%

その他の紙類 3.1% 12.0%

5.7%

2.5%

ペットボトル 0.6%

白色発泡トレイ 0.1%

色・柄付き発泡トレイ 0.1%

食品用透明プラスチック容器 1.7%

0.2%

23.1%

（可燃ごみ）

品目 品目

紙類 びん類

缶類

可燃系資源化可能物(注)

合計

（不燃ごみ）

(資料)「世田谷区家庭ごみ組成分析調査及び家庭
　　  ごみ計量調査報告書（平成26年度版）」
　　  （平成26年8月、世田谷区）より算定

布類

プラスチック類

不燃系資源化可能物(注)

合計

(注)可燃系資源化可能物は、紙類、布類、プラ
　  スチック類です。不燃系資源化可能物は、
　  びん類、缶類です。
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③ 清掃費の推移 

年度ごとの清掃費は約 80～90 億円で推移しています。今後も効率的な取

組みを行い、コストを減らすことが必要です。 

図 2-15 清掃費の推移 
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清掃一組の分担金
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ごみ収集経費
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清掃・リサイクル施設の改修費 エコプラザ用賀・リサイクル千歳台などの改修費

資源回収経費 古紙・ガラスびん・缶・ペットボトルなどの回収経費

ごみ収集経費 可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみの収集・運搬経費

清掃一組の分担金 清掃一組において焼却処理等の中間処理を行うための経費
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第３章 循環型社会形成のための基本的な考え方 

1. 基本理念 

 

 
環境に配慮した持続可能な社会の実現 

 

 

 

区民・事業者が主体となって、「もの」との付き合い方を見直し、環境に配

慮した暮らしや事業活動へと転換し、不用となった「もの」は循環させ、そ

れでもなお排出されるごみは適正に取り扱う、このような社会を目指します。

平成 12 年に策定した「ごみゼロプラン２０００」では、「もののライフサ

イクル全体を見据え川上に重心をシフト9」し、「環境負荷を最小限にとどめ

る」ことにより、「循環型社会10」を目指すことを基本理念としました。前計

画では、そのための取組みを一層推進するため、「環境に配慮した持続可能な

社会」を基本理念としました。本計画においても、この考え方に変化はあり

ませんので、前計画の基本理念を継続します。 

                                      

9清掃事業が都から区に移管された平成 12 年に策定した「ごみゼロプラン 2000」の

基本理念で、従来の排出されたごみを収集・処理するという「事後的な処理」から、生

産、販売、消費段階における発生抑制や排出抑制に重心をシフトさせた「川上重視」の

清掃事業を目指すという考え方です。 

10循環型社会形成推進基本法の第 2 条では、「製品等が廃棄物となることが抑制され、

並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が

行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処

分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される

社会をいう」と定義されています。 
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2. 基本方針 

基本理念「環境に配慮した持続可能な社会」を実現するための基本方針は

次の３つです。基本方針は、本計画に基づく施策や事業を展開するうえでの

行動基準になります。 

 

 

区民・事業者が主体となった環境に配慮した意識の形成、暮らしや事業活

動のあり方の転換を図るとともに、区民と事業者の協働による取組みを進め

ます。区は、区民・事業者が主体となって行動を起こすための調整・支援役

を担います。 

 

 

 

拡大生産者責任の考え方に基づき、「もの」の流れの川上に位置する製造・

流通を視野に入れた取組みを重視し、生産、消費の両面からごみを出さない

ための取組みを進めます。 

 

 

基本方針１ 区民・事業者主体による取組みを推進する 

 

を推進する 

基本方針３ 環境への負荷低減などの効果と費用を勘案した 

効率的な事業を展開する 

基本方針２ 拡大生産者責任の考え方に基づく発生・排出抑制 

環境への負荷の低減を念頭に置き、ごみの減量や処理経費とのバランスを

とりながら、効果的な事業推進を図るとともに、区民の満足度を高める取組

みを進めます。 
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 現行法においては、再商品化手法が自治体の裁量で選択できないことなど

もあり、継続性のある十分な環境負荷低減の効果について、責任を持って見

込むことができません。容器包装プラスチックの分別収集には、経費の負担

と環境負荷の低減効果について双方向から見極めて、効率的な収集・運搬態

勢とそれに見合った再商品化手法を両立させることが課題です。 

 また、容器包装プラスチックを分別するには、収集するための清掃車両や

処理施設への運搬車両なども増大することから、温室効果ガスの排出量や交

通量など環境に与える影響に加え、運搬費や人件費などのコスト面など様々

な視点で複合的に検討することが必要です。 

 このため、落札した事業者の再商品化手法によっては、清掃工場で焼却し

て得られる熱エネルギー回収なども考慮した場合に比べて、必ずしも環境負

荷（温室効果ガス）の低減になるとは限らない現状となっています。 

容器包装プラスチックのリサイクル（再商品化）にあたっては、容器包装

リサイクル法に基づく指定法人が再商品化事業者を入札で決定していること

から、区が再商品化手法（どのような工程でどのように再商品化するのか）

を選択できる仕組みとはなっておりません。 

容器包装プラスチックの分別収集と環境負荷 

 

 

3. 目標値の設定と管理 

本計画では、計画の達成状況を「区民１人１日あたりのごみ排出量」で評

価します。計画の中間年度の平成 31 年度には 532g に減量し、その後、普

及啓発活動による分別協力率の向上等により、最終年度の平成 36 年度には

492g を目指します。 

表 3-1 中間及び最終年度の目標値 
 

 

 

平成25年度
（実績値）

平成31年度
（中間目標）

平成36年度
（最終目標）

区民1人1日あたりの
ごみ排出量（g/人日）

579 532 492
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この減量目標を達成するためには、平成 25 年度の 579g から 87g の減

量が必要です。87ｇの減量数値を身近なものにたとえると、S サイズのみか

ん 1 個分に相当します。 

【平成２５年度】 

183,281(t/年)÷867,178(人)÷365(日)×1,000,000＝579(g/人日) 

区民 1 人 1 日あたりのごみ排出量（g/人日） 

＝ごみ収集量（t/年）÷人口（10 月 1 日現在）÷年間日数×1,000,000 

【計算式】  

 

 

 

 

 

 

 

区は目標値を達成するため、次のようなごみ減量に取組みます。 

 ２R による発生抑制を促進するための情報提供と意識啓発 

 古紙類、びん・缶・ペットボトル等のリサイクルの拡充 

本計画の数値目標の達成状況を管理し、以後の事業実施に反映するため、

事業の点検・見直し・評価を行う仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を実施し、結

果をホームページ等で公表します。 

4. ごみ量推計 

平成 21 年度から 25 年度までの区民 1 人 1 日あたりのごみ排出量から、

「現状施策で推移したごみ量」を推計し、ごみ減量目標を考慮して「計画ご

み量」を設定しました。 

図 3-1 現状施策で推移したごみ量と計画ごみ量 
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5. 区民・事業者・区の協働 

基本理念である「環境に配慮した持続可能な社会」を実現するためには、

区民・事業者・区のそれぞれが役割を分担し、協働していくことが必要です。 

表 3-2 区民・事業者・区の主な役割 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生抑制・再使用 分別の徹底・リサイクル 適正処理

●資源・ごみの分別区分や
収集頻度、排出基準の設定

●生活環境を保全し、環境
の負荷の少ない効率的な収
集・処理

区民

●ライフスタイルの見直し
による発生抑制・再使用に
向けた、区民自らの積極的
な行動
●環境学習への参加

●自主的なリサイクル活動
への参加
●再生資源を利用した製品
の使用
●分別の徹底
●集積所の管理
●街の美化の推進

各団体
●環境教育の推進（区内
NPO・大学などの教育機
関）

●自主的なリサイクル活動
への参加（町会・自治会な
ど）

排出事業者

●事業活動の転換による発
生抑制・再使用に向けた、
事業者自らの積極的な行動
●従業者への環境教育の推
進

●資源の自主的なリサイク
ルの推進
●再生資源を利用した製品
の使用
●排出者責任に基づく自主
的なごみ処理の推進
●分別の徹底

●許可業者への収集委託
●廃棄物の処理状況、適正
処理の把握

●ごみが発生しないような
製品の開発・製造・販売

●リサイクル品の引き取り
●再生資源の利用
●リサイクルしやすい製品
の開発・製造・販売

●適正処理が困難にならな
いような製品の開発・製
造・販売
●適正処理が困難な製品の
引き取り・処理

●拡大生産者責任に基づく事業活動の推進、環境配慮設計の推進

製造・販売
事業者

世田谷区

●大規模事業者として他の事業所の模範になるような取組み
●持続可能な社会を実現するためのコーディネーター
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第４章 循環型社会形成のための施策 

循環型社会形成のため、次に示す４つの柱（施策の方向性）のもとに施策展

開を図ります。 

 
図 4-1 循環型社会形成のための施策の体系図 
 

 
　施策１　不用な「もの」を出さない暮らしや事業活動の促進

　施策２　分別の徹底とリサイクルの推進

　施策３　安定的な収集･処理の推進

　施策４　情報提供と意識啓発の推進

1-(3) ごみの発生抑制のための主体間連携の強化

1-(2) ２Ｒ活動の支援

1-(1) ２Ｒ行動の促進

1-(4) ごみの発生抑制手法の検討

2-(1) 区民・事業者主体の資源回収活動の支援・促進

2-(2) 家庭からの資源回収の推進

2-(3) 事業系リサイクルの拡充

3-(1) 家庭ごみの適正排出を促す環境整備

3-(2) 事業系ごみの適正処理の促進

4-(1) 区の特性を踏まえた効果的な情報提供の推進

4-(2) 環境教育・環境学習の推進
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施策１ 不用な「もの」を出さない暮らしや事業活動の促進 

「環境に配慮した持続可能な社会」を実現するためには、３R のうち優先

順位の高い、発生抑制と再使用の２R の取組みが必要です。区は、「もの」の

生産・流通・消費に関わる区民・事業者全てが「もの」との付き合い方を見

直し、不用な「もの」を出さない暮らしや事業活動への転換を促します。 

また、区民・事業者が主体的に２R に取り組むためには、それに取り組む

ことができる環境が整備されていることが必要です。区は、環境整備に向け

て、国等の関係機関に対して、基盤となる法制度等の整備、拡大生産者責任

の徹底に向けた働きかけを行っていきます。 

【具体施策】 

1-(1) ２Ｒ行動の促進 

「ものを大切にする」意識を醸成するため、普及啓発施設（エコプラザ用

賀・リサイクル千歳台）を拠点とする、粗大リユース品の展示・提供や各種

修理講座など、既存の取組みについて更なる充実を図ります。また、区民、

事業者の主体的行動のきっかけとなる情報を提供するとともに、知識や技術

を学べる場の確保、充実を図ります。特に、可燃ごみに占める割合の高い生

ごみは、工夫次第で減量できる余地が大きいことから、発生・排出抑制の取

組みを最優先に促進します。 

【主な取組み】 

○生ごみの発生・排出抑制の促進 

・食品ロス11削減に向けた取組み 

・生ごみの水切り行動の促進 

・家庭で取り組める堆肥化の促進 

○リユースショップやＮＰＯ団体等が主催するフリーマーケットなど、

民間等の取組みに関する情報提供の充実 

1-(2）２Ｒ活動の支援 

普及啓発施設を拠点とした区民相互の不用品情報交換（「不用品情報ボー

                                      

11 本来、食べられるのに廃棄される食品・食材です。 
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ド」）や学習会、催しものの開催など、既に区民・区民団体が取り組んでいる

主体的な行動を促進します。 

また、区民・区民団体は、地域における活動主体であると同時に、活動を

通して普及啓発の担い手となることから、円滑な活動の継続ができるよう、

必要な支援を行い、地域で自立した活動ができる区民・区民団体を育成して

いきます。 

【主な取組み】 

○子育て世代のリユース活動の支援、主体的２Ｒ行動の促進 

・子ども用品等の交換機会の確保・充実 

○団体の育成や活動しやすい環境の整備 

1-(3) ごみの発生抑制のための主体間連携の強化 

ごみそのものを減らすためには、経済活動や消費行動に関わる事業者や消

費者との連携・協力が欠かせません。区は、区民、事業者をはじめ、ＮＰＯ

団体や区内大学等、様々な主体との連携の強化を進め、各主体が自立した取

組みを展開するとともに、複数の主体が共同で取組みを発展させることによ

って実践できる効果的な関係・環境の整備と取組みを検討・実施していきま

す。 

1-(4) ごみの発生抑制手法の検討 

レジ袋の削減・有料化やデポジット制度など、拡大生産者責任の拡充やご

み減量について調査研究を行います。特に、ごみ減量に効果があるといわれ

ている家庭ごみの有料化について、効果や問題点、手数料の活用方法などに

ついて調査研究を行います。 

施策２ 分別の徹底とリサイクルの推進 

区は、２R（発生抑制・再使用）の取組みを行ってもなお排出される不用な

「もの」については、限りある天然資源を循環させるために、可能な限り資

源としてリサイクルを推進します。 

そのため区は、第２章の２に示す資源回収を実施し、自ら３R やごみの適

正処理に取り組むとともに、区民・事業者には、ごみと資源の分別徹底を協

力してもらうことにより、適正な収集やリサイクルも含めた円滑な処理体制

の効率的な構築を継続して図っていきます。 
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【具体施策】 

2-(1) 区民・事業者主体の資源回収活動の促進・支援 

区民・事業者主体の資源回収活動が円滑に継続できるよう、引き続き必要

な支援を行います。また、無理なく活動を始められ、自主的な活動を継続で

きるよう、制度を工夫していきます。 

【主な取組み】 

○資源再利用活動団体への活動支援 

○区内の事業者（スーパーなどの店舗）が自ら資源を回収する取組みの

促進 

2-(2) 家庭からの資源回収の推進 

更なるごみ減量化とリサイクルの推進に向け、区民・事業者主体による取

組みの推進、拡大生産者責任の考え方に基づく事業者の独自の回収に向けた

取組みの促進を基本にしつつ、引き続き、安定的かつ効率的に行政による資

源回収を行うとともに、区民が環境負荷を意識しながらリサイクルに取り組

む場を、公共施設等を活用して提供していきます。国の動向やリサイクルに

関する技術向上に注視しながら、環境への負荷低減などの効果と費用を勘案

し、更なる資源化の推進に向けた取組みを検討していきます。 

また、ごみ減量の基盤となる区民のリサイクル意識の低下につながる資源

の持ち去り行為については、条例に基づく厳しい対応を図るとともに、持ち

去りにくい環境づくりを更に進めていきます。 

【主な取組み】 

○拡大生産者責任に基づく事業者の取組みの促進（事業者自らの回収促

進） 

○区施設での拠点回収の拡充 

○資源化対象品目の調査研究 

○２Ｒの取組みを促進し、より効率的な資源回収方法の検討 

2-(3) 事業系リサイクルの拡充 

事業所のリサイクルを促進するため、取組みに関する情報提供を行うとと

もに、中小企業の自主回収を支援する事業系リサイクルシステムの活用を促

進し、事業者の自主回収の徹底を促していきます。 
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【主な取組み】 

○事業者が活用しやすい事業系リサイクルシステムへの拡充に向けた助

言・指導 

○区施設から排出されるごみの資源化 

○緑化廃棄物（剪定枝等）の再生利用の促進 

施策３ 安定的な収集・処理の推進 

区は、３R の取組みを行ってもなお、ごみとして処理しなければならない

ものについては、排出指導を徹底するとともに、効率的かつ安定的なごみ収

集を実施し、環境負荷を最小限にしながら適正処理を行います。 

区としての主体的な取組みを積極的に進める一方、現在 23 区のごみ処理

は広域的に行われている現状を踏まえて、清掃一組、他区、東京都との連携

を強化するとともに、区としても主体的な取組みを積極的に進めます。 

また、大規模災害が発生した際には、区民生活への影響を最小限に抑える

べく清掃一組や他区、東京都などと連携し、態勢整備を進めていきます。 

【具体施策】 

3-(1) 家庭ごみの適正排出を促す環境整備 

安定的・効率的なごみの収集・処理を継続するためには、区民がごみの適

正な排出を自ら（自然に）できるよう、環境の整備を図っていきます。また、

区民が排出の際に戸惑う在宅医療廃棄物や、排出禁止物（区がごみとして収

集できないもの）などについては、関係機関等と連携し、取り扱いについて

の情報提供などを行い、家庭ごみに関する適正排出を促す環境づくりを進め

ます。 

【主な取組み】 

○適正な排出を促す環境づくり 

・集積所における不法投棄防止等のための看板の設置 

・単身者用集合住宅に対する分別徹底の指導 

・貯留機やコンテナを常設している大規模集合住宅に対する分別徹底の指

導 
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○清掃職員による排出指導（「ふれあい指導班」）の充実 

○排出禁止物の適正処理 

・排出禁止物を適正処理している専門処理業者の情報提供 

・在宅医療廃棄物の適正処理の推進 

 

3-(2) 事業系ごみの適正処理の促進 

事業系ごみの処理は、排出者の自己処理責任が原則であることから、排出

事業者による自己処理を促進することが必要です。効率的で、かつ円滑な自

己処理を促進するためには、ごみの排出実態を踏まえたうえで、事業所の規

模や業種に応じた事業所指導を実施するなど、事業者が適正な排出を行える

環境を整備します。また、小規模事業者や商店街の共同処理についても、関

係機関等との連携や調査研究を進め、活動を支援します。 

【主な取組み】 

○排出実態の把握 

・事業用大規模建築物の対象範囲拡大 

・商店街調査の実施 

○適正排出の促進 

・事業系ごみの自己処理原則の周知徹底 

・区が収集する事業系ごみの重量の見直し 

・事業系ごみ処理券の未貼付事業所への行政指導の徹底 

・事業者勉強会への講師（職員）の派遣 

○許可業者による適正処理の確保 

・区内許可業者との適正処理に向けた情報共有の機会の充実 

・許可業者を利用する事業者への情報提供の充実 

・許可業者への指導・処分基準の明確化 
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施策４ 情報提供と意識啓発の推進 

３R 行動によるごみの減量化及び適正処理の推進には、区民・事業者によ

る取組みが不可欠です。特に、発生抑制と再使用の２R については、区民・

事業者の主体的な行動が大事であり、また、リサイクルの推進と適正処理を

円滑に進めるためには、分別・排出ルールに沿った行動が求められています。 

区民・事業者の主体的な３Ｒ行動を促すためには、区は、区民・事業者に

必要な情報提供を図り、知識と行動に乖離が生じることなく、ストレスのな

い行動ができるよう意識啓発を更に推進していきます。 

【具体施策】 

4-(1) 区の特性を踏まえた効果的な情報提供の推進 

転入者や単身世帯、小規模事業者が多い地域特性があり、若年世代に代表

される無関心層のほかに、様々な生活様式を持った区民が生活していること

から、従来取り組んできた区民・事業者全般を対象とした情報提供に加え、

情報を受け取る側の特性を踏まえた情報提供の充実を図ります。また、情報

提供のあり方については、わかりやすく、興味関心を引く効果的な情報提供

や手法の改善に努めます。 

【主な取組み】 

○対象に応じた情報提供の充実 

・不動産管理会社、集合住宅等管理組合と連携した（分別・排出ルー

ル等の）情報提供 

・外国人等への情報提供（分別・排出ルール等） 

・事業者向けガイドブックの作成・配布 

○多様な広報媒体の活用 

・紙媒体、電子情報媒体による情報提供 

○地域のごみ減量・リサイクル推進委員会と連携した普及啓発活動 

4-(2) 環境教育・環境学習の推進 

区民・事業者・学生等を対象として、対象者のライフステージや立場にき

め細かく応じた環境教育・環境学習を実施します。特に、子どもたちへの環

境教育は、次世代の循環型社会を担う人材育成につながるだけではなく、学
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習の成果が子どもたちから家庭、地域へと還元されることも期待できること

から、引き続き充実を図っていきます。また、地域主体の環境学習活動の促

進、支援を継続していきます。 

【主な取組み】 

○児童（保育園・小学校）・生徒（中学校）向け「ごみ・リサイクルに関

する環境学習プログラム」の実施 

○体験学習用ごみ収集車「カティ」を活用した環境学習 

○児童向けの啓発リーフレットの作成・配布 

○町会、自治会など、各種団体が開催する学習会等への講師（職員）派

遣 
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第５章 生活排水処理基本計画 

1. 現状 

（1） 排出状況 
本区の下水道普及率はほぼ１００％となっており、生活排水はほとんどが

下水道によって処理されており、くみ取り戸数は年々減少する傾向にありま

す。一方、集合住宅の増加に伴い、ディスポーザ排水処理システム12の設置

が進んでいます。ディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥の処理を

適切に行う必要があります。 

表 5-1 し尿収集対象戸数と収集量、浄化槽設置基数 
 
 
 
 
 

H20 H21 H22 H23 H24 H25

収集対象戸数 162 148 140 121 119 101

収集量（kl） 488.3 465.9 304.9 217.1 203.4 192.1

浄化槽 設置基数 604 626 620 600 588 543

し尿

（2） 収集・運搬状況 
家庭から排出されるくみ取りし尿については、原則として 2 週間に 1 回収

集しています。しかし、くみ取り世帯は年々減少しており、区内に点在して

いるので、収集が非効率となっています。 

浄化槽汚泥、ディスポーザ汚泥、事業系し尿及びし尿混じりのビルピット

汚泥13は、一般廃棄物収集運搬業の許可業者が収集・運搬しています。 

（3） 輸送及び処分 
収集されたし尿及び浄化槽汚泥、事業系し尿及びし尿混じりのビルピット

汚泥は、清掃一組の品川清掃作業所において、固液分離、脱水等の処理を加

え、水分は下水排水基準内に希釈したうえで、下水道に放流します。固形分

は、焼却して埋め立てます。

                                      

12 ディスポーザ排水処理システムとは、キッチンの排水口に生ごみを破砕する装置（デ

ィスポーザ）を取り付け、粉砕した生ごみを含む排水を、排水処理装置で処理してから下

水道に流すシステムです。区域内で設置できるのは、東京都下水道局が設置を認めたもの

に限られます。 

13 ビルピット汚泥とは、排水を下水放流前に一時的に貯留する排水槽（ビルピット）に

堆積した汚泥です。 
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図 5-1 生活排水の処理フロー 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下水道放流

事業系し尿・

し尿混じりのビルピット汚泥

（一般廃棄物収集運搬業者）

浄化槽汚泥・

ディスポーザ汚泥

（一般廃棄物収集運搬業者）

下水道放流施設

品川清掃作業所

（清掃一組）

世田谷区一般家庭し尿収集

（世田谷区）

一般廃棄物処分業者

 

2. 基本方針 

 下水道供用地域では、し尿を含む生活排水は遅滞なく公共下水道によって処

理しなければならないとされており、都と連携して排水施設の設置を誘導し

ていきます。 

 くみ取り戸のより効率的な収集・運搬体制について検討を進めます。 

 浄化槽汚泥、ディスポーザ汚泥、事業活動に伴って排出されるし尿混じりの

ビルピット汚泥及び事業系し尿は、事業者による処理（一般廃棄物収集運搬

業の許可業者への委託）とします。 

3. 施策 

 くみ取り便所のし尿 

残存するくみ取り便所のし尿については、効率的な収集を進め、処分につ

いては、清掃一組の下水道放流施設で共同処理します。 

 浄化槽汚泥 

浄化槽管理者の委託を受けて一般廃棄物収集運搬業の許可業者（浄化槽清

掃業許可を併せ持つ）が収集・運搬し、清掃一組で共同処理します。 

 ディスポーザ汚泥 

東京都下水道局が認めたディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥

については、浄化槽汚泥の処理に準じて処理します。 
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 事業系し尿及びし尿混じりのビルピット汚泥 

事業者の委託を受けて一般廃棄物収集運搬業の許可業者が収集・運搬し、

一般廃棄物処分業の許可業者が自己施設で処理します。なお、集合住宅のし

尿混じりのビルピット汚泥は、浄化槽汚泥の処理に準じて処理します。 

 浄化槽の適正な維持管理 

浄化槽の機能を維持するため、浄化槽管理者に対しては、環境保全の意識

の向上を図るとともに、定期的な清掃・保守点検及び定期検査を行うよう周

知します。浄化槽清掃業者についても立入指導等を実施します。 

 災害時の対応 

災害時のし尿の収集については、区内の浄化槽清掃業者と締結した「災害

時におけるし尿収集車両等の供給に関する協力協定」を有効に活用し、東京

都、清掃一組、近隣自治体等と協議し、遅滞無く行える態勢を引き続き確保

していきます。 
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資料編 

資料１．国の計画 

区では、「世田谷区一般廃棄物処理基本計画－環境に配慮した持続可能な社

会を目指して－」を平成２２年３月に改定しましたが、その後、国では「第

四次環境基本計画」「第三次循環型社会形成推進基本計画」を改定し、新たな

政策の柱などを示しています。 

（１）第四次環境基本計画 

「環境基本計画」とは、環境基本法に基づき、環境の保全に関する施策の

総合的かつ長期的な施策の大綱を定めるものです。国は、平成 18 年 4 月に

策定した計画を見直し、平成 24 年 4 月に「第四次環境基本計画」を閣議決

定しました。環境基本計画では、９つの優先的に取り組む重点分野を掲げて

おり、一般廃棄物処理に関連した内容は次の通りです。 

●経済・社会のグリーン化とグリーン・イノベーション14の推進 

個人や事業者の環境配慮行動の浸透、環境配慮型商品・サービスの普及に

より、経済・社会のグリーン化を進める。 

●持続可能な社会を実現するための地域づくり・人づくり、基盤整備の推進 

国民全体が森林、農地、河川、都市等の国土の有する価値を保全・増大さ

せ、将来世代に引き継いでいく考え方を共有し、これに取り組んでいく社会

を構築する。 

持続可能な地域づくりのため、文化、人材、コミュニティを含む地域資源

の活用を進め、地域づくりの担い手の育成と各主体間のネットワークの構

築・強化を進める。 

●物質循環の確保と循環型社会の構築 

有用な資源の回収・有効活用により資源確保を強化する。また、環境産業

の確立、環境配慮を通じた成長の達成、グリーン・イノベーションの実現を

目指す。災害に強い廃棄物処理体制の構築や有害物質の適正な処理等、安全・

安心の観点からの取組を強化する。 

                                      

14 エネルギー・環境分野における技術革新、新たな価値の創出、社会変革など、世界が

直面する環境問題に対応するために行う取組みのことです。 
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（２）第三次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」（以下「循環基本計画」という。）とは、

循環型社会形成推進基本法に基づき、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た計画です。 

「循環基本計画」は概ね５年ごとに見直しを行うものとされていることか

ら、国は、平成２０年３月に策定した計画を見直し、平成 25 年 5 月に「第

三次循環基本計画」を閣議決定しました。一般廃棄物処理に関連した国の取

り組むべき内容は次の通りです。 

●２Ｒの取組がより進む社会経済システムの構築 

リサイクルより優先順位の高い２Ｒ（リデュース・リユース）の取組がよ

り進む社会経済システムの構築を目指して、２Ｒの制度的な位置づけの検討、

２R の取組を行っている事業者が社会的に評価される仕組みづくり、リサイ

クルを含めた３Ｒ行動効果の見える化などに取り組む。 

●使用済製品からの有用金属の回収 

使用済製品に含まれる有用金属の更なる利用促進を図るため、小型家電リ

サイクル法が定着するような支援や普及啓発を行う。 

●水平リサイクル等の高度なリサイクルの推進 

リサイクルの質を向上させ、使用済製品を原料として用いて同一種類の製

品を製造する水平リサイクルを推進する。 

●有害物質を含む廃棄物等の適正処理システムの構築 

安全・安心がしっかりと確保された循環型社会を形成するため、市町村に

おいて処理することが困難な一般廃棄物（適正処理困難物）の処理体制や、

水銀廃棄物の適正な管理、処分等のあり方について検討を進める。 

●災害時の廃棄物処理システムの強化 

あらかじめ災害時における廃棄物処理体制を準備しておくことが重要であ

ることから、震災廃棄物対策指針の見直し、地方公共団体間の連携、民間事

業者等との連携、仮置場の確保を促進する。 

●低炭素社会、自然共生社会づくりとの統合的取組 

低炭素社会の取組への貢献を図る観点からも３Ｒの取組を進め、廃棄物発

電の導入等による熱回収を徹底し、 廃棄物部門由来の温室効果ガス排出量の

より一層の削減とエネルギー供給の拡充を図る。 
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資料２ ごみ量推計 

（１）現状施策で推移した区民 1 人 1 日あたりのごみ排出量 

ごみ減量施策を現状にとどめ、循環型社会形成に向けた改善を行わない場

合、ごみの発生量が将来的にどのように変化するかについて推計しました。

推計は、過去 5 年間の収集ごみ量から区民 1 人 1 日あたりのごみ排出量を算

定し、これに対して、①直線式、②対数式、③2 項式、④累乗式の 4 つの近

似式を用いるトレンド法で将来推計をしました。 

4 つの近似式のうち、最も相関がよいのは③2 項式となります。しかし、こ

の式では年を追うごとに区民 1 人 1 日あたりのごみ排出量の減少幅が大きく

なっていくことになり不自然です。そのため、2 番目に相関がよく、毎年、

決まった値で区民 1 人 1 日あたりのごみ排出量が減少していく直線式を採用

します。平成 31 年度には 546(g/人日)、平成 36 年度には 518(g/人日)と

推計しました。 

（予測式）区民 1 人 1 日あたりのごみ排出量(g/人日)＝-5.6×平成年度＋719.6 

（平成 36 年度）-5.6×36+719.6＝518.0(g/人日) 

表資 2-1 現状施策で推移した区民 1 人 1 日あたりのごみ排出量 
 

平成年度 実績値 直線式 対数式 2項式 累乗式

16 687 630 637 617 639

17 683 624 629 615 631

18 669 619 622 612 623

19 642 613 615 609 616

20 621 608 609 606 609

21 602 602 602 601 603

22 595 596 596 597 597

23 593 591 591 591 591

24 585 585 585 585 585

25 579 580 580 579 580

26 574 575 572 575

27 568 570 564 571

28 563 565 556 566

29 557 561 548 562

30 552 557 538 558

31 546 552 528 554

32 540 548 518 550

33 535 544 507 546

34 529 541 495 543

35 524 537 483 539

36 518 533 470 536

単位(g/人日)

相関係数R
2 0.978 0.974 0.981 0.973

採用
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（２）減量目標達成後の区民 1 人 1 日あたりのごみ排出量 

「世田谷区家庭ごみ組成分析調査及び家庭ごみ計量調査報告書（平成 26

年度版）」の可燃ごみの組成分析結果によると、可燃ごみには「未使用食品」

が 3.7%、「食べ残し」が 1.5%含まれています。生ごみ全体では可燃ごみの

36.1%を占めることから、未使用食品の廃棄抑制、水切りの促進などにより、

ごみ減量を促進します。可燃ごみには資源化ルートのある紙類が 14.7%含ま

れており、中でも「容器包装の紙類」「その他の紙類」が 7.2%を占めること

から、紙類のリサイクルを促進します。 

これらの施策によって、平成 27 年度から毎年 0.5%、平成 36 年度には

5.0%のごみ減量を目指します。目標値として設定した区民 1 人 1 日あたり

のごみ排出量は、平成 31 年度が 532(g/人日)、平成 36 年度が 492(g/人

日)です。 

表資 2-2 減量目標達成後の区民 1 人 1 日あたりのごみ排出量 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出原単位
(g/人日)

ごみ量
(千t/年)

排出原単位
(g/人日)

ごみ量
(千t/年)

26 － 574 － － － －

27 868,523 568 180 0.5% 566 179

28 871,679 563 179 1.0% 557 177

29 874,694 557 178 1.5% 549 175

30 877,587 552 177 2.0% 541 173

31 880,329 546 175 2.5% 532 171

32 882,947 540 174 3.0% 524 169

33 885,405 535 173 3.5% 516 167

34 887,735 529 171 4.0% 508 165

35 889,899 524 170 4.5% 500 162

36 891,679 518 169 5.0% 492 160

推計人口
（人）

平成年度

直線式で推移した場合 計画ごみ量

減量目標
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資料３ 「世田谷区一般廃棄物処理基本計画」（素案）に対する意見

の概要と意見に対する区の考え方 

●意見の募集期限 

平成２６年１０月１日～２２日 

●意見の提出人数と件数 

人数 146 名（はがき１３１名、電子メール 9 名、封書 2 名、電話 2 名、

持参 2 名） 

件数 ２91 件 

●意見の概要と意見に対する区の考え方 

 

 

項
目

意見
件数

意見概要 区の考え方（対応する施策）

 3
新聞と一緒に配られる広告や新聞の中に含
まれる広告が多すぎる。

6

紙袋に包装紙・ちらし等を入れて出してい
る。雑誌などにはさんで出すよりは、パッ
ケージ・トイレットペーパーの芯なども紙
袋に入れたら出しやすい。

4
小売店舗での商品（特に野菜・果物）の大
袋入りの販売をやめさせ、個別売り及び少
量売りとさせる。

5
可燃ごみの36.1％を占める生ごみを減量す
るためには、コンポストの普及と水切りの
徹底が必要である。

1
生ごみを堆肥に出来る公共コンポストを設
置してほしい。

2
フードドライブをもう少し頻繁に月１回位
に実施してほしい。

4

生ごみを分別収集する。具体的には、排出
者は所定の回収袋に入れて所定の場所に出
し、収集して地域の生ごみ処理緑地に運搬
する。

5
プラスチックトレイの回収について、区に
よる積極的な定期収集を実施してほしい。

2
細かいものを分別してリサイクルするのは
大変であるが、企業がせっかくマークを付
けているので回収してはどうか。

2
透明プラスチックの更なる回収を、小売事
業者に協力を依頼してほしい。

8
プラスチックを資源として回収すればごみ
の量は大幅に減少する。プラスチックはリ
サイクルできるのではないか。

古
紙

古紙については、資源分別収集や集団回収
での資源化を促進します。特に、包装紙・
ちらし等の「その他の紙」についてはごみ
に捨てられている割合が高いため、区民に
分別を促すような普及啓発施策に取り組ん
でいきます。

施策２（２）家庭からの資源回収の推進
施策4（１）区の特性を踏まえた効果的な情
報提供の推進

生
ご
み

生ごみについては、出てきた生ごみを資源
化するだけでなく、食材の買いすぎ等によ
り生ごみになってしまうものを減らす、水
切り等によって量を減らすなどの取組が重
要です。区は、区民や事業者に対して生ご
みの減量を促すような普及啓発施策に取り
組んでいきます。

施策１（１）２R行動の促進
施策１（４）ごみの発生抑制手法の検討

プ
ラ
ス
チ
ッ

ク

プラスチックについては、区内の小売店等
に店頭回収の実施を働きかけていきます。
発泡トレイや容器包装プラスチックの分別
収集については、現在行われている容器包
装リサイクル法の改正状況等を踏まえて対
応を検討していきます。

施策２（１）区民・事業者主体の資源回収
活動の促進・支援
施策２（２）家庭からの資源回収の推進
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項
目

意見
件数

意見概要 区の考え方（対応する施策）

3

外国の街の中で古着の箱が設置されてお
り、通りがかりにその中へ不要の衣類を入
れていくのを見た。非常に有効なやり方だ
と思う。

2
衣類などの不用品の始末でいつも「もった
いないな」と思いつつ捨てている。

14
年２～３回、衣替えの時期にあわせて回収
してもらえれば、相当量の古着が整理され
ると思う。

4
スーパーなどにおけるレジ袋有料化（１枚
１０円程度）を実施してほしい。

10
過剰包装が多い。買う人が自前の買い物袋
などを持っていけばよいと思う。

2

庭のある家庭では、生ごみが自家処理でき
る。畳一帖程の土があれば、直径２０ｃｍ
程の穴を掘り、前日の「生ごみ」を埋めら
れる。

2

美しい過剰な包装よりも、中身（本質）を
重視できるようになってほしいと考える。
区民は買うときに過剰な包装を断る、小売
店は包装を最小限にするようにしてほし
い。

1 ２Rは事業者の協力が大切である。

1
学校などの公共の場から出る紙が多いと感
じる。学校からの配布プリントが多いの
で、両面印刷でもよいと思う。

4

ベビー用品、学習机、子供ベッド、介護用
品などの粗大ごみは、区が先導して持ち主
から新しい使用者に使いまわせる橋渡しシ
ステムを提供すればよい。

14

不用なものを手軽に回収し、それを必要と
する人がいつでも必要なときに手に入れる
ことが出来るシステムを用意してもらいた
い。

1
ペットボトル・アルミ・スチール缶などは
リターナブルびんにするなど、再使用を進
めてほしい。

1
放置自転車は、３台の自転車から１台の自
転車に修理して５０００円くらいで再販す
る。

古
布

衣類は古着としてリユース（再使用）され
たり、工業用雑巾等にリサイクルされます
ので、きれいな状態で回収されることが重
要です。また、季節によって排出される量
が大きく変わります。今後も、資源として
良い状態で回収できる、集団回収等の拡大
に力を入れるとともに、その周知に努めて
いきます。

施策２（１）区民・事業者主体の資源回収
活動の促進・支援
施策２（２）家庭からの資源回収の推進

発
生
抑
制

発生抑制はごみ減量を進めていくうえで、
最も大切な考え方です。
レジ袋や包装材などのプラスチック類につ
いては、拡大生産者責任の考えに基づき、
事業者に使用の抑制や包装材の軽量化を促
すなどの働きかけを進めていきます。

施策１（４）ごみの発生抑制手法の検討
施策４（２）環境教育・環境学習の推進

再
使
用

物を修理して使う、大切にし長く使う、く
り返し使う、必要な人に使ってもらうこと
は、ごみ減量の基本的な考えです。不用と
なったものを他の人が有効に活用できる交
換制度はすでに実施していますが、その周
知に努めて区民の利用を促進していきま
す。

施策１（２）２R活動の支援
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 項
目

意見
件数

意見概要 区の考え方（対応する施策）

 
3

 

 

 

 

 

牛乳パックは販売店の店頭回収に持参して
いますが、月１回でもよいので分別収集し
てほしい。

以前はＰＴＡが地域で回収していたが、近
頃はやっていないようである。町内会単位
で集めて（数ヶ所設定）そのお金は各会の
収入にするなど集団回収を活性化してほし
い。

2

容器包装プラスチックについて、現行の月
２回、公共施設での回収員手渡し方式では
不便である。集積所での分別収集をしてほ
しい。

2

分別収集で出し忘れても大丈夫なように、
いつでもガラスびん・缶・ペットボトルが
出せるように、区のセンターや広場で拠点
回収をしてほしい。

11

リサイクル出来るものはごみと分別して容
易に回収してもらえるシステムを作れば、
回収率は上がると思う。区民が簡単にでき
ることが大切である。

2
食品トレイと牛乳パックは、スーパーへ
持っていくのが面倒である。

2
大規模なスーパーには店頭回収を義務化し
てほしい。

持
ち
去
り

14
新聞紙を古紙回収日に出しても、区の収集
車が来る前に他府県ナンバーの業者が持ち
去ってしまう。

区民の方々のご協力いただきながら、持ち
去りにくい環境づくりに、今後も力を入れ
ていきます。

施策２（１）区民・事業者主体の資源回収

2

活動の促進・支援
施策２（２）家庭からの資源回収の推進

3 ごみ袋に記名する仕組みにすべきである。

4
私たちの集積所には、夜中に車で色々なも
のが捨てられてしまう。

2
不動産屋にマニュアルや引越しごみ処分の
やり方の情報を置き、転入者に渡すことを
義務付けてはどうか。

10

アパートの住民は出入りが多く、ごみ出し
方の知らない者が多く迷惑している。区で
は付近住民に任せっぱなしにしているが、
アパートごとのごみ出し場を作らせる等の
方策を立てられたい。

2
街中に捨てられるごみをなくし、綺麗な世
田谷を目指すべきであると思っている。

リ
サ
イ
ク
ル

区は分別収集、集団回収、拠点回収などの
システムを整備して資源化に取り組んでい
ますが、ごみの中には、まだまだ資源化で
きるものが含まれています。区民、事業
者、区がそれぞれの責任において、また相
互に協力して、回収品目の拡大検討や適切
な回収、効率的な回収を行ないながら、資
源化を推進していきます。

施策２（１）区民・事業者主体の資源回収
活動の促進・支援
施策２（２）家庭からの資源回収の推進

集
積
所
の
管
理
･
街
の
美
化

ごみの排出マナーについては、一人ひとり
のごみ出しマナーの向上が大切であり、具
体的な美化の方法を盛り込んだ啓発活動に
重点的に取り組みます。
新たな事業所・集合住宅建設時の事前指
導、転入時の分別ちらしの配布等について
も引き続き実施していきます。

施策３（１）家庭ごみの適正排出を促す環
境整備
施策４（１）区の特性を踏まえた効果的な
情報提供の推進
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 項
目

意見
件数

意見概要 区の考え方（対応する施策）

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分の出したごみに対して責任を負うため
にも住居の前に出す必要がある。
私道の奥に石段があり腰痛で重いものを出
すのがつらいため、折込ちらしや新聞紙が
半年分たまっている。
資源の中でペットボトルだけ回収曜日が違
うため、間違って出す人が多い。ペットボ
トルの回収は資源の日にすべきである。
不用品回収・廃品回収を掲げる違法業者が
増えている。

4
ペットボトルはごみと一緒に燃やした方が
良いそうである。

7
世田谷区に引っ越してからプラスチックも
全て可燃ごみとして出してしまうのが心苦
しくて嫌な気分である。

2
水銀以外にも、有機塩素系の薬品、ニッカ
ド電池、アスベスト含有物など、実態の調
査とともに対策を考える必要がある。

5
リサイクルハンドブックを毎年配布してほ
しい。

5

区立小学校で環境教育の充実に力を入れて
ほしい。その教育を受けた子ども達の意識
と行動が家庭内の父母・祖父母の意識と行
動を変えていく。

3

区民のお知らせにリデュースやリユース等
の一般的に浸透していない言葉を使うのは
いかがなものかと思う。分かりやすい言葉
を使ってほしい。

2
アパート入居の時、ごみ収集についてしっ
かり説明をしてもらいたい。

7
ごみの減量は区民一人ひとりがどうする
か、しかないのではないか。

9
家庭ごみは専用の有料袋で出すようにする
と、かなりごみの量が減るのではないか。

2
事業用のごみを家庭ごみとし無料で出す店
がある。区民からの通報があれば徴収し、
ペナルティを課すべきである。

4
包装材は全てごみとして捨てないで、生産
者が回収して再使用出来るような流れを作
る。

2
中身の残った殺虫剤などの処理のルート整
備を国や都、民間も含めて確立すべきであ
る。

6
拡大生産者責任の考え方に基づき、生産・
消費の両面からごみを出さないための取り
組みを進める。

収
集

収集日・時間や頻度等については区全体と
しての最適化を今後も図っていきます。

施策３（１）家庭ごみの適正排出を促す環

2

8
境整備

3

中
間
処
理

廃プラスチックについては、可燃ごみとし
て収集し、清掃工場で焼却処理することに
より熱エネルギーを回収します。容器包装
リサイクルに基づくプラスチックの分別収
集については、自治体が再商品化手法（リ
サイクル手法）を選択できる仕組みになる
ことを前提条件として、環境負荷の低減効
果とコストを勘案して検討していきます。

施策３（１）家庭ごみの適正排出を促す環
境整備
施策４（１）区の特性を踏まえた効果的な
情報提供の推進

普

啓

更なるごみ減量のためには、区民の皆様に
３Ｒ（リデュース・リユース・リサイク
ル）の概念やごみ減量に高い意識を持って
いただき実行に移していただくことが必要
です。そのために、工夫を凝らした普及啓
発が不可欠だと考えています。特に、子ど
もの頃からの教育が重要であることから、
児童・生徒を対象とした環境学習について
は重点的に取り組みます。

施策４（１）区の特性を踏まえた効果的な

及

発

情報提供の推進
施策４（２）環境教育・環境学習の推進

有
料
化

有料化については、ごみ減量化の有効な手
法のひとつとして考えられますが、区民の
皆様には新たな負担となるものです。今後
のごみ量の状況や23区の動向、世田谷区清
掃・リサイクル審議会の答申などさまざま
な意見や視点を踏まえながら検討していき
ます。

施策１（４）ごみの発生抑制手法の検討
施策３（２）事業系ごみの適正処理の促進

拡
大
生
産
者
責
任

拡大生産者責任の観点から、過剰包装の自
粛など、事業者への働きかけや業界、国へ
の要望を他の自治体と連携して行なってい
きます。

施策１　不用な「もの」を出さない暮らし
や事業活動の促進

43 

 



 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

目
意見
件数

意見概要 区の考え方（対応する施策）

2
リサイクルの推進・ごみ減量目標は、世田
谷区だけではなく２３区連携で設定すべき
である。

3
本計画を着実に推進するためには、区民・
事業者・区の各主体と連携・協力しながら
対策に取り組むことが必要である。

コ
ス
ト

4
ごみの減量は、環境負荷の低減を念頭に置
き、処理経費とのバランスをとりながら効
果的に実施する必要がある。

毎年、ごみ処理に係るコストを算出するな
どして、事務事業の見直しや経費節減に取
り組んでいます。今後も費用対効果を考え
た施策展開に取り組んでいきます。

施策３　安定的な収集・処理の推進

7 全体として基本計画案は良く出来ている。

3
計画の中身そのものは非常に賛同できる
が、どのように実行していくのかというア
クションプランが分かりにくい。

9
ごみの減量計画は、区民ひとりあたりのご
み量で表現されるべきではなくて、区全体
の排出量で表現されるべきである。

2
ペット等の犬の排泄物糞尿等は、自己の責
任で指定のペット用ごみ袋を使って処理を
する。

15

カラスの被害がひどく後片付けも一部の住
人に偏ってしまっている。集合住宅のごみ
集積所にふた付の網で出来た収容器を設置
してほしい。

10 収集に感謝している。

3
以前はマンションのダストルームがごみで
いっぱいになることはなかったが、最近は
ごみが多くなっている。

そ
の
他

施策に関する今後の個別の事業の中で参考
とさせていただきます。また、内容に応じ
て、関係部署に伝えていきます。

協

連

23区のごみ処理は広域的に行われている現
状を踏まえて、清掃一組、他区、東京都と
の連携を強化するとともに、区としても主
体的な取組みを積極的に進めます。２Rにつ
いては、区民・事業者の主体的な行動が大
事であり、区は、区民・事業者に必要な情
報提供を図り、協働しながら施策に取り組
んでいきます。

施策１（３）ごみの発生抑制のための主体

働
・

携

間連携の強化
施策３　安定的な収集・処理の推進

計
画
に
つ
い
て

一般廃棄物処理基本計画は、市町村におけ
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もので、具体的な
施策は毎年の実施計画の中で策定します。
ご指摘の内容については、個別の事業の中
で参考にさせていただきます。
ごみの減量計画については、人口動態があ
る中では減り方が全体の排出量では見えに
くいという面があります。また、区民一人
ひとりに削減のご協力をいただくうえで、
質量ともに分かりやすいというメリットが
あると考えております。
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