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第３部　環境保全施策の展開

１　一般廃棄物
①　ごみの総排出量の状況
日常生活に伴って排出される生活系ごみ及び事

業系ごみの一般廃棄物の総排出量は、平成２３年度
実績で８８７千ｔであり、前年度比９．１％の増加と
なっています。

②　１人１日当たりのごみの排出量の推移
一般廃棄物の県民１人１日当たりのごみ排出量

は、平成２３年度実績で１，０５０gであり、総排出量と
同様の推移を示し、前年度比８９g／人・日の増加と
なっています。
　

③　リサイクルの状況
平成２３年度に市町村等で処理した廃棄物のう

ち、分別収集、中間処理、集団資源回収などを合
わせたリサイクル量は２３８千ｔとなっています。
リサイクル率は、２４．３％であり、前年度比０．９ポ

イントの減少となっています。

 

④　最終処分の状況
平成２３年度に最終処分された一般廃棄物は１４０
千ｔであり、対前年度比で４０％増加しており、総
排出量に占める最終処分率は１５．８％となっていま
す。

２　産業廃棄物
①　産業廃棄物の発生・処理状況

平成２３年度における産業廃棄物の排出量は
９，９５８千ｔであり、平成２２年度と比べて７０３千ｔ減
少しました。
また、リサイクル量は４，１９４千ｔ、リサイクル率

は４２．１％となり、前年度より１１．２ポイント上昇し
ています。　
一方、最終処分量は２２１千ｔ、最終処分率は

２．２%となり、前年度より１．１ポイント上昇してい
ます。
これは震災により製紙工場が操業を停止したた

め、減量化率の高い汚泥の排出量が減少したこと
などが影響したためと考えられます。

 

第２章　資源循環型社会の形成

１　廃棄物・リサイクルの現状

▲図３−２−１−２　１人１日当たりのごみ総排出量の推移

▲図３−２−１−３　リサイクル量・率の推移

※　事業者による市町村を経由しない再生利用が進みつつあること
から、平成１７年度より、このリサイクル量を含めて算定していま
す。

▲図３−２−１−４　最終処分量・率の推移

▲図３−２−１−１　ごみ総排出量の推移

※　ごみ総排出量＝計画収集量＋直接搬入量＋集団回収量
※　平成２２年度のデータに、南三陸町分は含まれていません。
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第２章　資源循環型社会の形成

 

②　小鶴沢処理場の埋立処分の状況

公益財団法人宮城県環境事業公社小鶴沢処理場
の埋立処分量については、昭和６１年度から景気の
拡大により急増し、平成２年度及び平成３年度は
４０万ｔを超えました。
その後はバブル経済の崩壊による経済の低迷や

企業の環境配慮経営への取組などにより減少傾向
にありましたが、平成２３年度以降は東日本大震災
による震災廃棄物（一般廃棄物）の搬入のため、
埋立処分量が増加傾向にあります。
平成２４年度の産業廃棄物の埋立処分量は６２，４８１ 

ｔ、震災廃棄物の埋立処分量は１０，５８６ｔで、合計
処分量は７３，０６７ｔとなっており、前年度より
６，２５１ｔ増加しました。
産業廃棄物の搬入廃棄物の種類は、ガラスく

ず・コンクリートくず及び陶磁器くずが最も多く、
次いでがれき類、廃プラスチック類、無機性汚泥、
非飛散性アスベストの順となっています。また、
震災廃棄物の種類は、ばいじんと燃え殻が主と
なっています。

▲図３−２−１−５　産業廃棄物の排出量の推移

▲図３−２−１−６　産業廃棄物のリサイクル量・率の推移

▲図３−２−１−７　産業廃棄物の最終処分量・率の推移

循環型社会推進課

▲図３−２−１−８　小鶴沢処理場年度別処分実績
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▲図３−２−１−９　小鶴沢処理場廃棄物搬入率　（平成２４年度）
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第３部　環境保全施策の展開

１　地域からの資源循環型社会の形成促進
資源循環型社会を形成するためには、県民一人
一人が、資源循環型社会の意義及び必要性を理解
し、具体的な行動をとるとともに、県民、事業者、
行政等それぞれの主体が、個々の立場、区域等既
存の枠組みを越えた連携を進めていくことが求め
られています。
また、資源循環型社会を支える環境・リサイク

ル産業の振興、再生利用品市場の拡大及びリサイ
クルに関する法令の適正かつ円滑な運用も必要と
されています。
このようなことから、資源循環型社会の形成に

関する普及啓発及び環境教育の充実を始めとし
て、地域からの資源循環型社会の形成に向けた次
のような各種施策の展開を図りました。
①　循環型社会の形成に向けた普及啓発・環境教
育の充実

ア　エコフォーラムの構築・運営支援
地域の複数企業が、廃棄物のリサイクル等環境

に関連する課題に対して連携して取り組み、３
Ｒ・省エネルギー等を進めていくための組織であ
る「エコフォーラム」の運営の支援を行いました。
平成２４年度末現在で１８のエコフォーラムが活動

しています。
イ　リサイクルエネルギー利活用の支援
バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）の大口利用者

を対象とした奨励金制度により、ＢＤＦの利活用
促進を図りました。平成２４年度は、４社に奨励金
を交付し、２５６，０８１ＬのＢＤＦが利用されました。
奨励金交付に当たっては、ＢＤＦ利用車両につい
てはその旨明示し、ＢＤＦの普及啓発に協力する
ことも条件としており、さらなるＢＤＦの利用拡
大に向けたＰＲを支援しています。
また、平成２４年６月、「エコフォーラム」の一環

で、県内のBDF製造業者１０社が連携し、専門家の
アドバイスにより品質向上、製造コストの低減を
図ること、及び環境保全活動を通して地域貢献・
社会貢献に寄与することを目的に、ＢＤＦ連絡協
議会を設立し、運営の支援等を行いました。
ウ　３Ｒの普及啓発
みやぎの３Ｒ普及啓発事業において、ＲＲ探検

隊バスツアー、３Ｒ文化祭、３Ｒラジオスポット
ＣＭを実施しました。ＲＲ探検隊バスツアーでは
１０校、３Ｒ文化祭では５団体が参加し、３Ｒラジ

オスポットＣＭでは計１２４回放送しました。

②　宮城県グリーン製品の認定
県内で発生した廃棄物等を再生利用した製品の

普及拡大を図るため、これらの製品を「宮城県グ
リーン製品」として認定しています。
平成２４年度は、１５

社３１製品を新規に認
定したほか、１６社１７
製品の認定を更新認
定しました。この結
果、平成２５年４月１
日現在の認定製品数
は４７社９１製品となり
ました。

③　リサイクルに関する法令の適切な運用
ア　容器包装リサイクル法への対応
家庭から排出されるごみの中で相当量を占める

容器包装廃棄物について、廃棄物の減量と再生資
源の利用を推進するため、県内各市町村等におい
て、「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」（平成７年法律第１１２号。以下、
「容器包装リサイクル法」という。）に基づく分別
収集を実施しています。県は、市町村等の分別収
集の実施状況を取りまとめ、市町村等に対し情報
提供等の必要な技術的支援を行いました。なお、
平成２４年度の分別収集の実施状況は次のとおりで
す。
 

２　資源循環型社会の形成を目指して講じた施策
循環型社会推進課・環境政策課・再生可能エネルギー室

▲ＢＤＦ燃料で走るバス

▲宮城県グリーン製品
認定証票
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第２章　資源循環型社会の形成

イ　家電リサイクル法への対応
特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７

号。以下、「家電リサイクル法」という。）が平成
１３年４月に施行され、特定家庭用機器廃棄物（テ
レビ、冷蔵・冷凍庫、洗濯・衣類乾燥機、エアコ
ンの４品目）についてリサイクル等の義務が課せ
られています。
法施行以降は製造業者等による再商品化が進ん

でいる一方で、平成２４年度の不法投棄台数は
１，７９１台となっています。
なお、県ではホームページ等により県民等に対

する広報を行い、制度の普及に努めています。

 

ウ　食品リサイクル法への対応

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法
律」（平成１２年法律第１１６号。以下、「食品リサイク
ル法」という。）が平成１３年５月から施行され、食
品廃棄物の発生抑制と減量化を図るとともに、飼
料や肥料等へのリサイクルを促進することとして
います。
家畜飼料に使われる穀類のほとんどは輸入に依

存しており、飼料自給率が低い状況であり、食品
製造業者からでる食品残さ（食品循環資源）を飼
料として有効利用することで飼料自給率の向上が
期待できることから、食品循環資源の飼料（エコ
フィード）製造・利用の支援に向けた取組を実施
しています。
エ　建設リサイクル法への対応

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法
律」（平成１２年法律第１０４号。以下、「建設リサイク
ル法」という。）が平成１４年５月に施行され、一定
要件に該当する建築物の解体等を行う場合には、

▼表３−２−２−１　容器包装リサイクル法に基づく分別収集の状況

平成２４年度平成２３年度平成２２年度平成２１年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
容器の種類

達成率実績計画実績実績実績実績実績実績
１０２．６%６，９５８ ６，７８０ ６，５３５ ６，５１３ ７，１３８ ７，２５７ ７，５３０ ７，８２３ 

無色のガラス
－－－３２２，６６５ ３２６，６１４ ３２８，４０２ ３２７，２３０ ３３２，４１７ ３３９，０１９ 

１０３．８%９，１０６ ８，７６９ ８，４７３ ８，４６０ ９，２１９ ９，５５９ ９，８８０ ９，２２４ 
茶色のガラス

－－－２７８，４０９ ２８２，６６３ ２８３，５７５ ２８６，６２７ ２９０，５７０ ２９２，３２３ 
１１２．８%４，８２４ ４，２７６ ４，１１６ ３，６８２ ４，３４８ ４，１５４ ４，１５７ ４，００８ 

その他のガラス
－－－１８９，７８０ １８８，１１７ １８８，７９７ １８１，０６０ １８５，６４４ １８１，３８５ 

１２４．２%８，２９５ ６，６８１ ７，３２５ ６，５６９ ６，４４６ ６，５７８ ６，８３６ ６，２１９ 
ペットボトル

－－－２９７，８３９ ２９６，８１５ ２８７，３４０ ２８３，８６６ ２８３，４４１ ２６８，２６６ 
８９．４%４，６７９ ５，２３５ ５，２０５ ４，６００ ５，１９５ ５，２６８ ５，８９２ ６，８７０ 

スチール缶
－－－２１８，６３７ ２２６，０３８ ２４５，１４９ ２４９，２９４ ２７５，３５３ ３０４，５７８ 

１０２．１%３，８６９ ３，７８８ ３，８８９ ３，３５５ ３，６３２ ３，６４０ ３，６６８ ３，７５０ 
アルミ缶

－－－１３０，８８７ １３１，１２１ １３２，９００ １２４，００３ １２６，３３４ １３４，４５８ 
１０５．６%２８１ ２６６ ２８１ ３１２ ３１０ ３０３ ３１２ ３３７ 

飲料用紙製容器包装
－－－１４，４４７ １５，６１２ １５，２１３ １５，０７０ １６，５８６ １５，９２１ 

５５．０%２，０８４ ３，７９２ ２，０２８ １，８２７ ２，０６１ １，９１９ １，９１３ １，８２２ 
その他の紙製容器包装

－－－９１，２５１ ９３，１０７ ８８，８５６ ８３，８０４ ８２，９５７ ８１，８１５ 
９４．８%１７，９８９ １８，９８０ １７，２０４ １５，６３３ １６，９１６ １６，６７９ １７，１８２ １７，５９９ その他のプラスチック製

容器包装 －－－７２５，６２１ ７０８，９５０ ６８８，４３６ ６７２，０６５ ６４３，１１４ ６０９，２１５ 
９．１%４ ４４ ５ １１ ３６ ２７ ２８ １６ うち白色

トレイ －－－２，７８４ ３，２４２ ３，３６８ ３，４７０ ３，９１７ ４，３２５ 
１２４．８%１５，０８４ １２，０８４ １５，７３１ １１，６３６ １１，９０７ １０，４３７ １０，０８０ １１，８５４ 

段ボール
－－－６１５，８４１ ６０３，２４４ ５９７，７５１ ５５３，６１５ ５８３，１９５ ５８４，３１２ 

１０３．６%７３，１６９ ７０，６５１ ７０，７８７ ３０，３３４ ６７，１７２ ６５，７９４ ６７，４４９ ６９，５０５ 
計

２，８７２，２８２ ２，８７２，２８２２，７７６，６３４２，７７６，６３４ ２，８１９，６１１ ２，８１１，２９３ 

（単位：トン）

上段：宮城県の状況
下段：全国の状況

▲図３−２−２−１　家電不法投棄の状況
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循環型社会推進課・畜産課

循環型社会推進課・事業管理課
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第３部　環境保全施策の展開

分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化が義
務付けられています。
同法の遵守を徹底するため、５月及び１０月に解体

工事現場等全国一斉パトロールを実施するとともに、

広報用資料の配付等による普及啓発を行いました。
また、同法第２１条に基づく解体工事業者の登録

者数は、平成２４年度末現在で２６９事業者となって
います。

▼表３−２−２−２　平成２４年度建設リサイクル法に基づく分別
解体に係る助言・勧告・命令等の状況

▼表３−２−２−３　平成２４年度建設リサイクル法に基づく再資
源化に係る助言・勧告・命令等の状況

▼表３−２−２−４　建設リサイクル法に基づく届出件数等

法第４３条第
１項に基づ
く立入検査
（件）

法第４２条第１
項に基づく報
告の徴収
（件）

法第１５条
に基づく
命令
（件）

法第１４条
に基づく
勧告
（件）

法第１４条
に基づく
助言
（件）

３５００１５県（各土木事務所）
６９４００１市（特定行政庁）
１０４４０１６合計

法第１１条に基づく対象建設工事の通知件数法第１０条に基づく対象建設工事の届出件数

通知件数
合計

工事の種類

届出件数
合計

工事の種類

その他工作物
の解体工事・
新築工事

建築物の新築
工事、建築物
の修繕・模様

替え

建築物の
解体工事

その他工作物
の解体工事・
新築工事

建築物の新築
工事、建築物
の修繕・模様

替え

建築物の
解体工事

（件）（件）（件）（件）（件）（件）（件）（件）
２，５７６ ２，３７８ ６９ １２９ ４，５８６ ７９７ ３０９ ３，４８０ 平成２０年度

宮城県
２，７８３ ２，５６２ ９９ １２２ ４，１７５ ７３４ ２６２ ３，１７９ 平成２１年度
２，３９０ ２，１６４ ８２ １４４ ４，２９２ ７６５ ３３９ ３，１８８ 平成２２年度
３，１０５ ２，２６１ ３８４ ４６０ ４，２４４ ９６９ ４６２ ２，８１３ 平成２３年度
３，２７７ ２，３４８ １５０ ７７９ ３，５７１ ８４４ ５９４ ２，１３３ 平成２４年度

１０５，１９６ ９４，４４６ ３，７９１ ６，９５９ ２６３，２６７ ５２，７９５ ２２，４２４ １８８，０４８ 全国（平成２４年度）

法第４３条第
１項に基づ
く立入検査
（件）

法第４２条第１
項に基づく報
告の徴収
（件）

法第２０条
に基づく
命令
（件）

法第１９条
に基づく
勧告
（件）

法第１９条
に基づく
助言
（件）

６９００００県（各保健所）
３８００００仙台市
１０７００００合計

オ　自動車リサイクル法への対応
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（平
成１４年法律第８７号。以下、「自動車リサイクル法」
という。）が平成１４年７月に公布され、段階的な施
行を経て、平成１７年１月１日から本格施行されて
います。
県では、自動車リサイクル法の実効性を確保す

るため、引取業者、フロン類回収業者、解体業者
及び破砕業者への立入検査を実施するとともに、
ホームページ等において関連情報の提供を行って
います。

 

カ　家庭用パソコンのリサイクルへの対応
「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成
３年法律第４８号。以下、「資源有効利用促進法」と
いう。）に基づき、メーカーと一般ユーザーが協力
しあって家庭のパソコンを再資源化するパソコン
リサイクル制度が平成１５年１０月からスタートし、
家庭用パソコンは、パソコンメーカーが回収し、
部品や材料をより有効に再資源化しています。県
は、ホームページ等により県民に対する広報を行
い、家庭用パソコンリサイクル制度の普及に努め
ています。

２　一般廃棄物の３Ｒの推進
本県の平成２３年度の１人１日当たりのごみ排出

量は１，０５０gと、近年減少傾向にありましたが、東
日本大震災による影響か大きく増加しました。災
害廃棄物が大量に発生したこともあり、処理の負
荷を軽減するためにも、ごみの発生抑制は依然と
して喫緊の課題となっています。
また、一層の再資源化の取組が求められてお

り、特に、生ごみ（厨芥類）、紙類及び廃プラス
チック類の占める割合が可燃ごみの中では高いこ
とから、これらの発生抑制と再資源化が大きな課

▼表３−２−２−５　使用済自動車及び解体自動車の取引状況

平成２４年平成２３年平成２２年平成２１年年度　
　工程種別

１１９，４２７１１２，７７３９４，７９２１０１，６６３
引取工程 （９５，５２２）（８０，５９５）（７０，５５２）（７２，４７９）

３，４０５，６６２２，９６３，６４２３，６４８，４２８３，９１８，４１５全国
８４，８０３８５，９４７８０，５２４８６，３１０

フロン類
回収工程 （７０，２２８）（７０，６６２）（６４，６０１）（６６，３８６）

２，９００，０４３２，４４１，７１５３，０４８，６２７３，２２１，７７０全国
１２２，６７５１１３，５７３１０８，７６５１０６，６１７

解体工程 （１０６，７２８）（９５，７４１）（９０，８３０）（８４，１１７）
３，５６７，７７７３，０８３，１６２３，８３３，９８９４，０７６，４２４全国
２１４，９０３１７２，５１４２０７，１８８１９９，３６８

破砕工程 （１９２，５３３）（１５０，４５７）（１８９，７７３）（１７９，１５６）
６，０５３，４９４５，１７７,１７３６，５１６，８４０６，８４１，３９４全国

（単位：件）

※（   ）内は仙台市を除く宮城県の件数
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第２章　資源循環型社会の形成

題となっています。このようなことから、一般廃
棄物の３Ｒの一層の推進を図るため、例年、各種
の事業を実施してきましたが、平成２４年度は震災
の影響により次の事業のみ行いました。
①　市町村の取組に対する助成
市町村振興総合補助金の補助メニューに「ごみ

減量化・再資源化促進事業」を設け、市町村等が
行うごみの減量化・再使用及び再生利用の促進を
図るための事業に対して、財政的支援を行ってい
ます。
平成２５年度は、５市町村に対し当該補助金を交

付決定しました。
②　容器包装廃棄物の分別収集の実施支援
容器包装リサイクル法に基づく第６期分別収集

計画に基づいて、県内の分別収集の実施状況を取
りまとめ、各市町村に情報提供を行う等、分別収
集の着実な実施に向け支援を行いました。
③　市町村等の取組支援
３Ｒ推進市町村等支援事業として、ワーク

ショップや普及啓発資材の貸出し等を通じ、市町
村等における一般廃棄物の３Ｒの取組を支援しま
した。

３　産業廃棄物の３Ｒの推進
本県の平成２３年度の産業廃棄物の排出量は年間

９，９５８千ｔであり、県内で排出される廃棄物全体
の９０％以上を占めていることから、循環型社会の
形成を進めていく上で産業廃棄物の３Ｒを推進す
ることが大変重要になっています。
このため、産業廃棄物の発生・排出抑制を優先

しながら、リサイクルの取組を進めることとし、
排出事業者や産業廃棄物処理業者に対し、次のよ
うな各種施策の展開を図りました。
①　産業廃棄物の３Ｒの推進に関する全般的な対策
ア　産業廃棄物税の活用
平成１７年度から施行した「産業廃棄物税条例」

（平成１６年条例第１９号）に基づき、循環型社会の形
成を目指し、「廃棄」から「循環」へと経済的に誘
導していくため、産業廃棄物の最終処分場への搬
入重量に応じた課税を行い、これを財源として、
産業廃棄物の発生抑制やリサイクル促進、適正処
理を推進するための各種事業を実施しました。
イ　資源循環コーディネーター等による支援
県内企業の３Ｒ推進を支援する資源循環コー

ディネーターが企業を訪問し、廃棄物の処理をは
じめとした環境に関する課題やニーズを把握しな

がら、その企業の工程改善への助言、環境負荷低
減につながる技術やノウハウなどの環境関連情報
の提供及び専門家とのコーディネートなどを行
い、企業の環境に配慮した事業活動を支援してい
ます。平成２４年度には延べ４９８件の企業訪問を行
いました。
ウ　関係事業者間の交流
地域における３Ｒ・省エネルギー等推進のため

の企業連携組織である地域エコフォーラムの幹事
企業の連絡会を開催し、意見交換等による情報共
有の場を設営するなどして、３Ｒ・省エネルギー
等の推進を図りました。
②　建設副産物対策
国土交通省の平成２０年度の建設副産物実態調査

によれば、本県における平成２０年度の建設工事に
伴う建設副産物の発生量（現場外排出量）及び再
利用率は次ページ表３－２－２－６のとおりです。本県
では、アスファルト・コンクリート塊及びコンク
リート塊はリサイクルが進んでおり高い再利用率
を維持しています。
また、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄

物についても再利用率が上昇しており、リサイク
ルが着実に進んでいます。
なお、発生量については、建設発生土が ２６１万

㎥、それ以外の建設副産物が１１９万ｔとなってお
り、平成１７年度の建設副産物実態調査と比較して
減っています。
県は、建設副産物の発生の抑制、再利用の促進

及び適正処理の徹底を基本方針とした建設副産物
対策を総合的に進めるために、国土交通省による
「建設副産物実態調査」に合わせて本県の実態調査
を実施し、搬出量、リサイクル率、処理・処分状
況を分析、建設副産物の現況把握に努めていま
す。
また、建設副産物の再利用率の向上のため、技

術基準等の整備を進めるとともに、宮城県グリー
ン製品調達事業等を実施しリサイクル製品の利用
に努めています。
さらに、建設副産物情報交換システムにより、

建設副産物の実態を把握するための調査や需給調
整をより効果的に行うなど、本県における建設副
産物のリサイクルを一層推進していきます。

事業管理課
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第３部　環境保全施策の展開

③　下水汚泥対策
下水の処理過程で発生する下水汚泥は、県全体

で１３．２万ｔ（脱水汚泥換算）であり、東日本大震
災前の約９割となっています。
下水汚泥は、セメント原料化やコンポスト（肥

料）化による有効利用の他、汚泥焼却施設で処理
することで減量化し、焼却灰についても建設資材
化等有効利用していました。
平成２０年度以前は、財団法人宮城県環境事業公

社小鶴沢処理場での埋立処分をしていましたが、
全県的に再資源化を推進するなどした結果、平成
２０年度以降、発生した汚泥はほぼ全量再資源化を
行ってきました。
しかし、東日本大震災により沿岸部の浄化セン

ターや汚泥処理施設が壊滅的な被害を受けたた
め、再資源化のみでは処理が困難となり、震災以
降は一部の汚泥等を埋立処分しています。平成２４
年度は、民間の汚泥再資源化施設が復旧したた
め、平成２３年度より埋立処分量は大幅に減少し、
４.４千ｔとなりました。
汚泥処理施設については、平成２５年３月に復旧
が完了しましたが、東京電力福島第一原子力発電
所事故に伴う影響で焼却灰等から放射能が検出さ
れ、再資源化が困難なため、平成２４年度末で汚泥
５．６万ｔ分の焼却灰が場内保管されています。今
後は放射能を確認しながら、可能な限り震災前と
同様に下水汚泥の再資源化を推進し、循環型社会
の実現に貢献していくこととしています。
本県では全市町村が下水道事業を実施してお

り、下水汚泥の効率的な処理と、複数の自治体が
共同して下水汚泥処理施設を整備する等の広域的
な取組が必要となることから、県は、市町村と連携し
て以下の対応を推進することにより、将来にわたる下
水汚泥の安定処理・処分を図ることにしています。

④　家畜排せつ物対策
畜産経営に起因する環境汚染の防止と畜産経営

の健全な発展を図ることを目的に、畜産高度化支
援リース事業により、家畜排せつ物処理施設の貸
付を行っています。
⑤　農業用廃プラスチック対策
農業用プラスチックは、ハウスの被覆やトンネ

ル・マルチ等様々な農業資材として利用されてい
ます。平成２４年度の排出量は、７９１ｔ（前年対比
１１８%）であり、種類別にみると、塩化ビニルフィ
ルムが３３５ｔ（同１６６%）で、全排出量の４２%を占め、
同様にポリエチレン、農ＰＯ等フィルムが３７１ｔ
（同１４６%）で４７%を占めています。また、回収量に
対する再生処理量は、ほぼ１００％となり、セメント
生成時における焼成剤、再生原料、発電原料等に
利用されています。
県は、平成１１年度に「宮城県農業用廃プラス

チック適正処理基本方針」を策定し、農業生産に
携わる者に排出者責任の認識を定着させるととも
に、関係機関が一体となった地域ぐるみで回収体
制を整備し、また、関係法令に則した回収処理シ
ステムの確立と再生処理を基本とした誘導を図っ
てきました。
平成１３年２月には「宮城県農業用廃プラスチッ

ク適正処理推進協議会」を設立し、分別回収の徹
底、廃プラ排出抑制への取組とリサイクル品の積
極的な活用などの再生処理を主体とした適正処理
に関する啓発活動及び情報提供を行っており、回
収組織である地域適正処理協議会については、県

▼表３−２−２−６　平成２０年度建設副産物実態調査結果

全国利用率
宮城県

再利用率発生量
２６１〈３５７〉（６１６）万㎥建設発生土

９４〈９２〉（９２）%９６〈９４〉（９４）%１１９〈１４６〉（１７６）万ｔ建設発生土以外
の建設副産物

９８〈９９〉（９９）%９９〈９９〉（９９）%３９〈　５５〉（　８７）万ｔアスファルト・
コンクリート塊

９７〈９８〉（９８）%９８〈９９〉（９８）%５７〈　６３〉（　６４）万ｔコンクリート
塊

８０〈６８〉（６１）%８１〈６６〉（４０）%１２〈　１０〉（　１０）万ｔ建設発生木材
８５〈７５〉（６９）%８８〈８８〉（６１）%６〈　７〉（　１１）万ｔ建設汚泥
－〈－〉（３６）%－〈－〉（２９）%３〈　５〉（　４）万ｔ建設混合物廃棄物

２〈　６〉（　－）万ｔその他（廃プラス
チック類など）

（注）＜　＞内は平成１７年度、（　）内は平成１４年度の実態調査結果

下水道課

煙下水汚泥の焼却処理による減量化
煙下水汚泥のセメント原料化等有効利用の推進
煙下水汚泥燃料化施設整備によるバイオマスエネル
ギー利用の推進

煙下水汚泥焼却灰の建設資材化等有効利用の推進
煙広域汚泥処理の推進

▲図３−２−２−２　下水汚泥処理状況の推移
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畜　産　課

農産園芸環境課
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第２章　資源循環型社会の形成

内全市町村で設置され、平成２４年度末現在、１４協
議会で活動を展開しています。
さらに、生分解性プラスチックの農業分野での

普及に向け、生分解性プラスチックを導入する農
業者を支援しています。
生分解性プラスチックは、従来の農業用プラス

チックより高価ですが、自然界中の微生物により
水や二酸化炭素などに分解されるため、栽培終了
後そのまま農地にすき込み処理できることからコ
スト削減も期待できる環境負荷が少ない資材です。

４　廃棄物の適正な処理の推進

廃棄物の適正な処理の推進のため、一般廃棄物
処理施設の計画的な整備、災害廃棄物への対応、
産業廃棄物処理業者及び処理施設の維持管理に対
する指導の強化、特別管理産業廃棄物の適正な処
理の推進、不法投棄及び不適正処理の根絶、産業
廃棄物の処理施設の確保等の施策を展開していま
す。
①　一般廃棄物処理施設の計画的な整備
ア　一般廃棄物処理施設の整備状況
市町村及び一部事務組合は、一般廃棄物処理基

本計画を策定の上、計画的な施設整備を進めてお
り、ごみ処理広域化計画及び循環型社会形成推進
地域計画に基づき施設整備が行われています。
平成２５年４月１日現在、ごみ焼却施設１８箇所、

し尿処理施設１６箇所、粗大ごみ処理施設１２箇所、
最終処分場３２箇所の一般廃棄物処理施設※が稼働
しています。ごみ焼却施設は、ごみの総排出量の
減少やごみの質的変化、施設の老朽化に伴う処理
能力の低下などの状況を踏まえながら、施設の統
廃合や更新が必要となってきています。

イ　ごみ処理広域化計画
ごみの減量化やリサイクルの推進、ダイオキシ

ン類の排出削減等の問題に的確に対応するために
は、市町村や一部事務組合の広域的連携による総
合的かつ効率的なごみ処理を推進する必要がある
ことから、広域処理を行う際の「広域ブロック」
の設定や各ブロックの施設整備計画等の新たなご
み処理体制を整備するため、平成１１年３月に平成
２０年度までを計画期間とする「ごみ処理広域化計
画」を策定しました。
平成２０年度に計画期間は終了しましたが、国の

「リデュースの推進、人口減少に伴う廃棄物発生
量の減少及び災害対策を踏まえた廃棄物処理の効
率化を進めるため、広域化は必要」との見解を踏
まえて、本計画をごみ処理広域化の指針と位置付
け、今後も広域化を推進することとしています。

循環型社会推進課

※　一般廃棄物処理施設の整備状況の詳細は、「平成２５年版宮城県環
境白書＜資料編＞」の表３−２−１−５～３−２−１−８にてご覧いただくことが
できます。
（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/hakusyofram．html））

▲図３−２−２−３　農業用廃プラスチック排出量及び再生処理
率の推移

※　平成２０年までは前年７月から当年６月までの集計値、平成２１年か
らは前年４月から当年３月までの集計値となっています。
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▲図３−２−２−４　ごみ焼却施設の推移
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▲図３−２−２−５　広域ブロック区割図
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第３部　環境保全施策の展開

ウ　循環型社会形成推進交付金による整備
県は、市町村に対し、循環型社会形成推進交付

金制度（平成１７年度創設）を有効に活用し計画的
な施設整備を進められるよう支援を行っていま
す。
当制度活用に当たっては、計画対象地域（人口

５万人以上又は面積４００挨以上）の市町村又は一部
事務組合等が、国及び県とともに廃棄物の３Ｒを
広域的かつ総合的に推進するための「循環型社会
形成推進地域計画」（概ね５か年計画）を構想段階
から協働して、策定することとなっています。
②　災害廃棄物への対応
大規模災害の発災時は、被災市町村のみでは対

応が困難になる状況が発生します。県は、廃棄物
関連の業界団体などと災害時の応援協定を締結
し、災害発生時には、必要に応じて市町村や関係
団体等と連携しながら広域的な支援態勢の調整を
行うこととしており、東日本大震災では、協定を
締結している団体からの支援を受けました。

③　産業廃棄物処理業者及び処理施設の維持管理
等に対する指導強化
産業廃棄物処理業者及び処理施設（中間処理施

設及び最終処分場）に関する地域住民等の信頼を
確保するため、各事業者に対して厳格かつ適切な
指導を行うとともに、必要な情報の提供及び研修
会を開催することにより、産業廃棄物の適正処理
に関する技術及び知識の普及を図っています。
最終処分場については、従来の浸透水や放流水

等の水質検査に加え、残余容量測量が義務化され
たことに伴い、適正な把握や管理がなされている
か等、必要に応じて確認をするほか、埋立処分を
終了する施設については、廃止に向けた適切な維
持管理体制に移行させるなど指導の徹底を図って
います。
④　特別管理産業廃棄物等の適正な処理の推進
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その

他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるお
それがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄

物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の
廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
このため、廃棄物処理法のほか各特別法に基づ

き、排出事業者、処分業者等に対し指導及び啓発
活動を実施し、感染性廃棄物、廃石綿（飛散性ア
スベストに限る）、ポリ塩化ビフェニル廃棄物等
特別管理廃棄物の適正な処理を徹底しています。
特に、ＰＣＢ廃棄物については、平成２０年７月

から本県に保管されているものの処理が開始さ
れ、処理期限が決まっている（平成３９年３月）こ
とから、参加する「北海道ＰＣＢ廃棄物処理事業」
の各種基準を周知・遵守させながら期間内におけ
る適正処理が図られるよう指導を行っています。
⑤　不法投棄及び不適正処理の根絶
ア　現状
廃棄物の不法投棄や不適正処理は、自然環境や

地域の景観を損なうだけでなく、悪臭・地下水汚
染などの発生により県民の健康や暮らしに様々な
影響を及ぼしかねない問題です。
本県においても、一般廃棄物を中心に、廃棄物

の不法投棄は依然として後を絶たず、引き続き、
対策を講じていく必要があります。
なお、産業廃棄物の１０ ｔ以上の大規模な不法投
棄事案については、平成１５年度をピークに件数、
投棄量とも減少傾向にあります。

イ　不法投棄等対策の概要
煙啓発活動
毎年９月を不法投棄防止強化月間と定め、新

聞、パンフレット及び広報誌等による啓発活動
等を実施しているほか、年間を通じ各種媒体を
活用して、廃棄物の適正処理に向けた啓発を推
進しています。
煙事業者の指導の徹底
処理業者が法を遵守し適正な処理業務を行う

【協定団体名】
煙宮城県解体工事業協同組合（平成１１年３月）
煙宮城県環境整備事業協同組合（平成１８年１１月）
煙公益社団法人宮城県生活環境事業協会（平成１９年５月）
煙一般社団法人宮城県産業廃棄物協会（平成２０年１０月）

※（　）内は協定締結年月

※　東日本大震災による災害廃棄物への対応については、
第２部「東日本大震災からの復興に向けて」に記載して
います。

▲図３−２−２−６　県内の産業廃棄物の不法投棄の推移
（仙台市を除く）

※１件あたり１０t以上の事案について計上
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第２章　資源循環型社会の形成

よう、立入検査等による指導を徹底していま
す。
煙違反行為の早期発見、早期対応
産業廃棄物適正処理監視指導員（産廃Ｇメン）
を県内各保健所に配置し、不法投棄や不法焼却
等の監視パトロール等を行っています。
また、監視が手薄となりがちな県境地域にお

ける不法投棄を未然に防止するため、隣県との
県境合同パトロールを実施しているほか、各種
団体等との間で「不法投棄の情報提供に関する
協定」を締結することにより、地域での不法投
棄監視ネットワークの構築を目指しています。
さらに、把握した事案については、早期の適

切な対応により、事態の悪化を防止するととも
に、改善に向けた指導を行っています。
煙違法行為に対する厳格な対応
悪質な行為に対しては、警察等捜査機関と連
携し、行政指導や厳正な行政処分を実施してい
ます。行政処分については、記者発表やイン
ターネットのホームページへの掲載により処分
内容等の公表を行っています。
煙違反行為がなされない廃棄物処理システムの
構築
現状においては、安い業者に廃棄物が流れて

結果的に不法投棄等につながるという構図があ
りますが、このような構図を廃し、優良な事業
者が市場で評価される仕組みの構築を図る施策
として、平成１９年度から情報公開及び環境負荷

低減等に積極的な取組を行っている処理業者と
産業廃棄物の適正処理推進に関する協定を締結
する事業を開始しましたが、東日本大震災以
降、休止しています。
煙産業廃棄物処理実績の公表
廃棄物の処理状況の透明性を高め、不法投棄

等を防止するため、産業廃棄物処理施設の設置
者や産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分
業者等に処理実績の報告を求めています。
また、これらの情報をもとに廃棄物の排出事

業者が適切な処理業者を選定できるよう、産業
廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者に
おける廃棄物の処理実績や産業廃棄物処理施設
設置者の処理状況等をホームページで公表して
います。

⑥　産業廃棄物の処理施設の確保
処理施設設置に当たっては、「産業廃棄物の処

理の適正化等に関する条例」（平成１７年条例第１５１
号）及び「産業廃棄物処理施設等の設置及び維持
管理に関する指導要綱」に基づき、地域住民等の
意向を反映した適正な設置について指導している
ところであり、今後とも、県民の理解を得ながら
産業廃棄物処理施設の整備促進に努めることとし
ています。
また、産業廃棄物の３Ｒを推進しても、なお必

要となる最終処分場の整備については県の関与の
在り方を検討することとしています。

▼表３−２−２−７　産業廃棄物処理業許可状況（平成２４年度末現在）

合　　計中間処分
最終処分最終処分中間処分収集運搬種類

区分
３,３７８ ３ ２ ２３１ ３,１４２ 産業廃棄物

宮城県 ３９６ ０ １ １０ ３８５ 特別管理産業廃棄物

３,７７４ ３ ３ ２４１ ３,５２７ （宮城県）合計

４１８ １ ３ ８１ ３３３ 産業廃棄物

仙台市 ９１ ０ １ ６ ８４ 特別管理産業廃棄物

５０９ １ ４ ８７ ４１７ （仙台市）合計

３,７９６ ４ ５ ３１２ ３,４７５ 産業廃棄物

合計 ４８７ ０ ２ １６ ４６９ 特別管理産業廃棄物

４,２８３ ４ ７ ３２８ ３,９４４ 
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▼表３−２−２−８　産業廃棄物処理施設設置状況（平成２４年度末現在）

合　　　計仙　台　市宮　城　県種　　　　　類
４９１４３５汚泥の脱水施設１
５０５汚泥の乾燥施設２
７２５汚泥の焼却施設３
４１３廃油の油水分離施設４
４３１廃油の焼却施設５
１１０廃酸・廃アルカリの中和施設６
５６１１４５廃プラ類の破砕施設７
１３３１０廃プラ類の焼却施設８
２６９５６２１３木くず又はがれき類の破砕施設９
０００有害汚泥のコンクリート固形化施設１０
０００水銀汚泥のばい焼施設１１
０００シアン化合物の分解施設１２
１１１１０その他の焼却施設１３
３４１９７２４４施行令第７条に規定していない施設１４
７６０１８９５７１合　　計

（注１）上記１～１２の施設：廃棄物処理法施行令第７条に規定する施設
（注２）上記９「木くず又はがれき類の破砕施設」：平成１２年政令改正（平成１２年１１月２９日政令第４９３号附則第２条）に伴うみなし許可を含む。
（注３）上記１３「その他の焼却施設」：上記３、５、８に該当しない焼却施設（木くず、紙くず、繊維くず、ゴムくず等の焼却施設）
（注４）上記１４の施設：廃棄物処理法施行令第７条に規定する施設に該当しない施設（処理能力、種類等）

＜最終処分場＞

計安定型管理型遮断型種　類
１７１１６０宮　城　県
７３４０仙　台　市
２４１４１００合　計




