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＜第Ⅰ章及び第Ⅱ章のまとめ＞ 

漂着ゴミの量 

・モデル調査範囲 7.4ｋｍのうち、ゴミが漂着すると考えられる（護岸を除く）約 1km の海岸で

の年間総量が約 64ｔの漂着が推定された。 

・奈佐の浜（約 250ｍの海岸長）では、年間で約 16ｔの漂着が推定された。 

・奈佐の浜での漂着量は、調査範囲全体での推定量の約 25％に相当する。 

・奈佐の浜とモデル調査範囲 7.4km 内の他の海岸を比較すると、奈佐の浜は他の海岸に比べて漂

着量が多いといえる。 

 

漂着ゴミの質 

・奈佐の浜に漂着した約 16ｔの分析結果から約 82％が流木・潅木で、残りの 18％がプラスチッ

ク類やビン類、カン類などの処理困難物であった。 

 

漂着ゴミの回収方法 

○奈佐の浜・・・車両や船舶のアプローチが可能な浜 

・様々な大きさ・質のゴミが存在するため、重機で一括して回収すると、後のゴミの分別に時間

を要し不適。 

・このため、人力による回収が最も効率が良い。 

・ただし、流木が大量に漂着した災害時には、重機による流木の回収は効率がよい。 

 

○船舶以外ではアプローチできない浜 

・船外機でのアプローチとなるので、重機等による回収は不可能。 

・こちらも人力による回収が最も効率的。 

 

効果的な回収時期 

・奈佐の浜に漂着するゴミの量は、大きく 2つに分けられる。 

・ゴミの多い時期は 10 月～4月下旬、この時期の半分程度が 5～9月。 

・5 月～9 月は 10 月～4 月下旬のゴミの量の半分程度しか漂着しない。しかし、定点調査の結果

では 2～3週間で浜への漂着ゴミが目立つ状況になる。 

・このことから、回収時期としては通年と考えるのが妥当と判断している。 

 

漂着メカニズムおよび発生抑制 

・回収されたペットボトルの国別割合をみると、答志島で回収されたボトルの 74％は、日本語が

表記されていた。日本語表記以外は、中国語表記が１％程度で残りは不明であった。 

・調査範囲で回収されたライターの多くは、伊勢湾に流れる河川の流域が消費地であった。 
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第Ⅲ章 三重県鳥羽市地域における今後の漂流・漂着ゴミ対策のあり方について 

1．三重県鳥羽市地域における漂流・漂着ゴミに関する取組の現状と課題 

1.1 漂流・漂着ゴミの実態調査及び清掃活動に関する取組 
1.1.1 国の取組 

国は、「漂流・漂着ゴミ対策に関する関係省庁会議とりまとめ」（平成 19 年 3 月）を踏ま

え、状況の把握、国際的な対応も含めた発生源対策、被害が著しい地域への対策を進めて

いる。 

(1) 状況の把握 
気象庁は、北西太平洋海域及び日本周辺海域の観測定線において海上漂流物目視観測を

実施している。また、海上保安庁は、一般市民を対象とした海洋環境保全のための啓発活

動の一環として、漂着ゴミ分類調査を実施している。環境省は、漂流・漂着ゴミについて、

国内外の既存の予測手法等をもとに、既存予測モデルの範囲を拡大し、東シナ海等への適

用を可能とするような予測手法の検討を行った。 

なお、漂流・漂着ゴミについては、これまでも国及び各種団体が、実測及びアンケート

調査等を実施し、医療系廃棄物も含め、その状況の把握に努めてきたところであるが、こ

れら状況は、国内外での対策の進展等により年々変化することから、今後も、常に知見を

収集することとしている。 

 

(2) 被害が著しい地域への対策 
a．地方公共団体等の対策に対する実効性の高い財政支援等 
国土交通省及び農林水産省は、洪水、台風及び外国からの漂流等による大規模な漂着ゴ

ミが海岸保全施設の機能を阻害することとなる場合に、これを緊急的に処理することを目

的として、「災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業」を拡充している。平成１９年度

には、①本事業で処理できる対象を大規模な「流木等」に限らず「漂着ゴミ」にも拡充す

るとともに、②補助対象となる処理量を現行の「漂着量 70％」から「漂着量全量（100％）」

に拡充した。また、平成 20 年度には、広範囲にわたり堆積した海岸漂着ゴミや流木等を処

理するため、事業の対象範囲を拡大し、広域にわたる「複数の海岸」の関係者が協働して

一体的・効率的に処理を行うこと等ができるよう制度を拡充した。なお、本事業の採択基

準は、①海岸保全区域内に漂着したもの、②堤防・突堤・護岸・胸壁・離岸堤・砂浜等の

海岸保全施設の区域及びこれら施設から 1キロメートル以内の区域に漂着したもの、③漂

着量が 1,000 立方メートル以上のもの、3つの要件全てを満たすことである。 

環境省は、平成 19 年度に災害廃棄物処理事業費補助金（漂着ゴミ処理事業分）を拡充し、

災害に起因しないが、海岸への大量の廃棄物の漂着について、その処理を市町村が行う場

合、当該処理事業費を補助対象とした。補助の規模要件は 150 立方メートル以上であり、

海岸保全区域外における事業について補助を行うこととしている。また、市町村が海岸漂

着物を含めた廃棄物の処理を行うため必要な廃棄物処理施設を整備する場合に、循環型社

会形成推進交付金により支援を行っている。 

内閣府は、同じく循環型社会形成推進交付金により、離島地域を含む沖縄における廃棄

物処理施設等の整備に係る支援を行っている。 

水産庁は、市民参加による森・川・海を通じた漁場環境保全事業において、民間団体を

通じて、漁業者・市民団体等が行うゴミの除去作業に必要な清掃資材等を提供するなど、

海浜の美化活動を支援している。 

総務省は、地方独自のプロジェクトを自ら考え、前向きに取り組む地方公共団体に対し、
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「頑張る地方応援プログラム」により地方交付税等の支援措置を講じている。地方公共団

体は、頑張る地方応援プログラムのプロジェクトとして環境保全プロジェクト（漂流・漂

着ゴミに関する活動等）に取り組むことで、その取組経費について支援を受けることがで

きる。 

 

b．調査 
環境省は、平成１９年度より、「漂流・漂着ゴミ国内削減方策モデル調査」を開始し、漂

流・漂着ゴミ問題について、海岸やゴミの状況に適した削減方策を検討するため、モデル

地域を選定した上で、漂着ゴミの状況の把握を行うとともに、発生源対策や効率的・効果

的な処理・清掃方法を検討している。また、NGO 等との関係者間の連携の推進及び海岸清

掃、普及啓発等の効果的な方策についても検討している。また、医療廃棄物や廃ポリタン

クの漂着が認められた場合には、必要に応じ、関係地方公共団体等と連携して漂着状況の

把握に努めている。 

国土交通省は、海岸における漂着ゴミには、使用済みの注射器や危険性の高い薬品ビン

などの医療系廃棄物を始め、ガスボンベ、信号筒など爆発や破裂の恐れのあるものなど危

険物が含まれている事例が各地で見られていることから、海岸を常に安全に利用できるよ

うに適切に管理するための対応方針の策定を進めている。 

海上保安庁は、同一の排出源からのものと思われる大量の漂着物が認められた場合に、

関係地方公共団体等と連携して、事件・事故の両面から、漂着状況を含む、排出源、排出

原因の特定のための調査を実施している。 

 

c．技術開発 
環境省は、廃棄物処理等科学研究費補助金（競争的資金）を活用し、重点枠として漂着

ゴミの処理に係る技術を公募し、塩分を含む漂着ゴミの焼却技術の開発等を行っている。 

 

 

(3) 国土交通省・三重河川国道事務所の取組について 
国土交通省・三重河川国道事務所は、伊勢湾に流れ込む直轄（国）管理の河川及び直轄

海岸の清掃を平成 11 年より、地域住民の協力により「川と海のクリーン大作戦」において

清掃活動を行っている。その取組について、図 1.1-1、図 1.1-2、表 1.1-1 に示す。「川

と海のクリーン大作戦」の清掃時期は、10 月の第 4日曜日を基準日とし、地域の都合によ

っては別の日に実施している。平成 19 年度の実績では、参加人数が総勢 42,000 人、2t ト

ラックで 297 台分のゴミが回収された。平成 19 年度までの延べ参加人数は、約 38 万人で

約 4,900t のゴミが回収された。三重河川国道事務所管轄では、平成 13 年度以降継続的に

実施している。ボランティアの参加者は、地域の自治会、婦人会、学生あるいはスポーツ

少年団等の団体、一般の個人参加等、幅広い層から参加している。 

なお、この活動については、本調査の検討会において三重河川国道事務所よりその内容

についてヒアリングを行った。また、今後ともこの活動を積極的に実施し、より多くの人

に参加していただけるように努めている。 

ここでは、何らかの理由により河川に入り込んだゴミを回収する活動であるが、同時に

参加者にとっては、ゴミの排出（ポイ捨て）について関心を持つ機会でもあり、啓発活動

として発生抑制としての効果も期待できると思われる。 
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（資料提供：三重河川国道事務所） 

図 1.1-1 川と海のクリーン大作戦 
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宮川 三重県伊勢市 松名瀬海岸 三重県松阪市 木曽川 愛知県愛西市 

 

渥美半島西の浜  愛知県田原市 長良川 岐阜県安八郡安八町 豊川 愛知県新城市 

（資料提供：三重河川国道事務所） 

図 1.1-2 川と海のクリーン大作戦の実績と実施状況 

 

表 1.1-1 川と海のクリーン大作戦の実績 

（資料提供：三重河川国道事務所） 

年度 参加人数 ゴミの量 実施場所（周辺地域を含む） 

平成 11 年度 約 12,000 人 17,000 ㎥ 長良川 

平成 12 年度 約 33,000 人 113 台／2t ﾄﾗｯｸ 木曽三川 

平成 13 年度 約 44,000 人 252 台／2t ﾄﾗｯｸ 木曽三川・庄内川（土岐川）・鈴鹿川・雲出川・櫛田川・

宮川・津松阪港海岸（三重県沿岸部） 

平成 14 年度 約 51,000 人 344 台／2t ﾄﾗｯｸ 木曽三川・庄内川（土岐川）・鈴鹿川・雲出川・櫛田川・

宮川・伊勢湾沿岸部・豊川・矢作川 

平成 15 年度 約 47,000 人 385 台／2t ﾄﾗｯｸ 木曽三川・庄内川（土岐川）・鈴鹿川・雲出川・櫛田川・

宮川・伊勢湾、三河湾沿岸部・豊川・矢作川 

平成 16 年度 約 59,000 人 381 台／2t ﾄﾗｯｸ 木曽三川・庄内川（土岐川）・鈴鹿川・雲出川・櫛田川・

宮川・伊勢湾、三河湾沿岸部・豊川・矢作川 

平成 17 年度 約 54,000 人 311 台／2t ﾄﾗｯｸ 木曽三川・庄内川（土岐川）・鈴鹿川・雲出川・櫛田川・

宮川・伊勢湾、三河湾沿岸部・豊川・矢作川 

平成 18 年度 約 38,000 人 366 台／2t ﾄﾗｯｸ 木曽三川・庄内川（土岐川）・鈴鹿川・雲出川・櫛田川・

宮川・伊勢湾、三河湾沿岸部・豊川・矢作川 

平成 19 年度 約 42,000 人 297 台／2t ﾄﾗｯｸ 木曽三川・庄内川（土岐川）・鈴鹿川・雲出川・櫛田川・

宮川・伊勢湾、三河湾沿岸部・豊川・矢作川 
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(4) 中部地方整備局港湾空港部の取組について 
伊勢湾の海域清掃については、中部地方整備局港湾空港部が回収船「白龍」で実施して

いる。これは伊勢湾全域を対象にして、要請があればどこにでも行ける態勢をとっている。

2008 年 9 月に発生した集中豪雨によって、四日市港内に大量のゴミや流木が流れ込んだ。

四日市港湾管理組合の応援要請により、四日市港のゴミの回収を行ったところ、約 80ｍ3

のゴミと 60 本の流木を回収した。なお、より船速の早い新造船が平成 21 年度から稼動す

る。 

 

1.1.2 三重県の取組 
奈佐の浜を含む三重県内において、漂流・漂着ゴミの関連事業等について三重県が取り

まとめたものを表 1.1-2 に示す。これらは、三重県の予算として確保されている事業で、

政策部や環境森林部など９室と伊勢県民センターの合計 10 の部局において 10 の事業に対

して予算措置されている。このように多くの部局が関与するため、各事業が実施される内

容も多岐にわたり、河川、湖、海岸に加えて農地内の藁対策等にまで取組みの目が向けら

れている。 

これらの三重県での取組の中で、環境森林部 環境森林総務室が実施する「流木･ゴミ等

対策推進会議」は、本調査の内容について最も近い内容の事業と言える。この事業は、平

成 18 年に海岸、河川、港湾、漁港及び海域に漂流・漂着する流木、草木、プラスチック容

器、ビニール類等のゴミの発生抑制及び除去等に係る効果的な対策を進める目的で設置さ

れた（表 1.1-3）ものである。なお、この推進会議は、発生抑制部会と処理対策部会で構

成されている。 

また、環境森林部水質改善室では、今年度（平成 20 年度）より開始された『伊勢湾 森・

川・海のクリーンアップ大作戦』（表 1.1-4）を実施している。この活動は、森から川を通

して海までの河川流域において活動されている NPO/NGO 等の活動の連携を図り、それぞれ

の活動を流域全体の取り組みとして実施できる「きっかけ」の一助となることを目的とし

ている。この活動は、森・川・海のゴミを回収している NGO/NPO 等の「回収・処理」のへ

の取組であるが、これにより各 NGO/NPO 等のゴミに関する視野を広げる啓発活動にもつな

がることも期待されている。この啓発活動を実施することで現状では「回収・処理」とし

て位置づけが、将来的には「発生抑制」の効果があることも目的のひとつであろう。なお、

平成 20 年度の『伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦』の活動結果一覧は表 1.1-5

に示した。 

以上のように三重県は、漂流・漂着ゴミならびに流木に関して、予算を確保し新たな事

業を立ち上げている。これらの事業を今後も継続的に実施し、必要に応じて新たな事業を

立ち上げることで、少なくとも三重県内から伊勢湾に入り込むゴミの量が将来的に減少す

ることが期待される。さらには次のステップとして、伊勢湾に流れ込む河川流域全体のゴ

ミの発生抑制を検討する必要がある。例えば、三重県、愛知県、岐阜県、名古屋市の 3県

1 市が参加する「伊勢湾再生推進会議」のような広域的な枠組みを活用し、啓発活動を行

っていくことが考えられる。 

今回の調査で共通調査を実施した奈佐の浜では、平成 19 年度の予算措置で、奈佐の浜を

利用している地元漁業者が最も問題視している流木の事前の対策として、大量の流木が奈

佐の浜に漂着した災害時に、重機による流木のより速やかな回収を目的とした進入路の拡

幅工事を実施した。 
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表 1.1-2(1) 三重県における漂流・漂着ゴミ対策に関する取組（平成 20 年度） 

部室名 事業名 事業費:千円 事業の概要 

政策部 

地域づくり支援

室 

流木災害対策助成 

（宮川流域ルネッサン

ス協議会事業） 

 

200 流木緊急清掃活動を実施する地域ボランティア団体や漁業協同組合等に対し、その経費の一部を

助成する。 

【対象事業主体】 

宮川流域関係７市町（伊勢市、多気町、明和町、大台町、玉城町、大紀町、度会町）内及び鳥羽市

（宮川から流木等が散乱し、漂流したと確認できる地域）で活動する地域ボランティア団体等 

環境森林部 

環境森林総務室 

流木・ごみ等対策推進

会議幹事会の開催 

0 海岸、河川、港湾、漁港及び海域に漂流・漂着する流木、草木、プラスチック容器、ビニールご

み類の発生抑制及び除去等に係る効果的な対策を進めるため、県庁内関係部室をメンバーとした

「流木・ごみ等対策推進会議」を設置している。 

２回程度開催を予定 

○第１回：平成 20 年７月上旬 

・鳥羽市桃取町（答志島）で環境省が実施する「漂流・漂着ゴミ国内削減方策モデル調査」の進

捗状況等について（予定） 

環境森林部 

水質改善室 

伊勢湾行動計画推進事

業 

2,893  伊勢湾再生推進会議で策定した「伊勢湾再生行動計画」を着実に進めるため、多様な主体との連

携による調査研究や普及啓発等に取り組む。（「伊勢湾再生行動計画」に「浮遊・漂着・海底ゴミ、

流木等の対策」が位置づけられている。） 

・「漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査」に参画 ⇒伊勢湾再生推進会議へ情報提供 

・「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦」の実施 

・「伊勢湾再生推進検討会」の開催 

・環境保全活動団体交流会の開催 

山地災害対策関連事業

（県単） 

10,377 

の一部 

治山ダム等に堆積した流木や土砂を除去することで、既存治山施設の機能を強化し山地災害の未

然防止を図る。（箇所未定） 

環境森林部 

森林保全室 

県単造林事業 16,834 

の一部 

間伐材を搬出し、木材として使用することで再生可能な資源の有効利用、CO2 固定を進めるとと

もに、林内に放置される間伐材を減らすことにより、流木ゴミの発生を予防する。 
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表 1.1-2(2) 三重県における漂流・漂着ゴミ対策に関する取組（平成 20 年度） 

部室名 事業名 事業費:千円 事業の概要 

農水商工部 

担い手室 

農業経営体育成普及事

業 

68,760 

の一部 

水田の土づくり及び稲わらの河川等への流出防止を図るため、水稲収穫後の早期に土中へすき込

みを行うよう農業者や関係団体への指導を行う。 

・普及指導活動の機会を通じて、関係者に対して適正処理を指導（各機関に対する指導の徹底とし

て）。 

・普及センター作物担当者会議において、関係者に対して指導を依頼。 

県単耕地施設管理事業

海岸維持修繕費 

3,000 洪水、台風等による海岸機能、環境、景観に著しい影響がある漂着流木・ゴミ等を除去するため、

その処理に係る費用を支援する。 

農水商工部 

農業基盤室 

災害関連緊急大規模漂

着流木等処理対策事業

発生後予

算化 

洪水、台風等により海岸に漂着した大規模な流木・ゴミ等が堆積し、海岸保全施設の機能を阻害

している場合、補助対象となる採択条件を満たしていれば、国庫補助により緊急的に流木・ゴミ等

の処理を実施する。 

漁港関係公共土木施設

災害復旧事業 

発生後予

算化 

大雨による洪水等により流出した流木等で漁港泊地が埋塞し、維持上又は公益上特に復旧が必要

とされる場合で必要な条件を満たしていれば、国庫補助によりその復旧を行う。 

農水商工部 

水産基盤室 

災害関連緊急大規模漂

着流木等処理対策事業

発生後予

算化 

洪水、台風等により海岸に大規模な流木等及び漂着ゴミが堆積し、海岸保全施設の機能を阻害し

ている場合、補助対策となる採択条件を満たしていれば、国庫補助により緊急的に流木・ゴミ等の

処理を実施する。 

河川・海岸美化ボランテ

ィア活動推進事業 

6,530 地域住民が自主的に行う河川・海岸の草刈、清掃等の活動を支援する。 県土整備部 

維持管理室 

家電リサイクル法施行 790 河川区域内等に不法投棄された冷蔵庫・エアコン等の処理費。 
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表 1.1-2(3) 三重県における漂流・漂着ゴミ対策に関する取組（平成 20 年度） 

部室名 事業名 事業費:千円 事業の概要 

奥伊勢湖環境保全対策

事業 

 

5,000 

 

宮川の優れた自然景観を保護して地域住民の安らぎの場とするため、宮川ダム下流部から三瀬谷

ダム上流部間の河川の流木、ゴミ等の除去その他該当部分の河川環境保全を図る。 

・この事業は、大台町と企業庁が奥伊勢湖環境保全対策協議会を組織し、奥伊勢湖の豊かな自然

環境を守るため、湖に流れ込むゴミの除去及び清掃に努めて、河川環境の保全ならびに、地域住民

のやすらぎの場となるきれいな湖を確保する事業で運営費用として関係事業で負担している。 

企業庁 

電気事業室 

三瀬谷ダム流木等除去 13,335 上流から流出される流木等をダムによりブロックし、蓄積された流木等を環境保全等のために除

去する。 

伊勢県民センタ

ー 

「伊勢志摩地域流木・漂

着ゴミ等対策検討会議」

0 平成１９年度及び２０年度に実施の漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査結果を参考とし

ながら、発生源対策を検討していくとともに、漂流・漂着ゴミ処理に係る県関係機関の情報共有等

を行っていく。 
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表 1.1-3(1) 三重県における流木・ごみ等対策推進会議設置要領 

流木・ごみ等対策推進会議設置要領 

（平成 20 年 8 月 29 日改正）

１ 目 的 

海岸、河川、港湾、漁港及び海域（以下「海岸等」という。）に漂流・漂着する流木、草木、

プラスチック容器、ビニールごみ類（以下「流木・ごみ等」という。）の発生抑制及び除去等に

係る効果的な対策を進めるため、流木・ごみ等対策推進会議（以下「推進会議」という。）を設

置する。 

 

２ 業 務 

(１) 推進会議は、次の事項について検討、調査する。 

ア 流木・ごみ等の発生抑制対策に関すること。 

イ 海岸等に漂流・漂着した流木・ごみ等の除去対策に関すること。 

ウ 流木・ごみ等に関する総合的施策及び広域連携の推進に関すること。 

エ 流木・ごみ等に係る情報の収集等に関すること。 

(２) 推進会議は、前項の業務を行うにあたっては、関係県・市町との連携、情報交換を図る

ものとする。 

 

３ 構 成 

(１) 推進会議は、別表１に掲げる者（以下「委員」という。）で構成する。 

(２) 推進会議は、必要に応じて、構成員以外の者の出席を求めることができる。 

 

４ 委員長 

(１) 推進会議に、委員長を置く。 

(２) 委員長は、環境森林部総括室長（経営企画分野）とする。 

 

５ 会 議 

(１) 推進会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。 

(２) 委員長は、あらかじめ推進会議の議長の職務を代理する者を指名できる。 

 

６ 幹事会 

(１) 推進会議の業務を円滑に推進するため、幹事会を置く。 

(２) 幹事会は、別表２に掲げる者で構成する。 

(３) 幹事会に、幹事長を置く。 

(４) 幹事長は、環境森林部環境森林総務室長とする。 
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表 1.1-3(2) 三重県における流木・ごみ等対策推進会議設置要領 

７ 部 会 

(１) 推進会議の業務を的確に推進するため、部会を置く。 

(２) 部会は、別表３に掲げる者で構成する。 

(３)  部会の事務分掌は、次のとおりとする。 

ア 発生抑制部会  流木・ごみ等の発生抑制の対策に関すること。 

イ 処理対策部会  海岸等に漂着した流木・ごみ等の適正な処理対策に関すること。 

(４) 推進会議は、必要に応じて部会を新たに設置することができる。  

(５) 部会に、部会長を置く。 

(６) 部会長は、部会に属する室長とする。 

 

８ 事務局 

(１) 推進会議及び幹事会の事務局は、環境森林部環境森林総務室に置く。 

(２) 部会の事務局は、部会長が属する室に置く。 

 

９ 雑 則 

この要領に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は委員長が定める。 

 

  附 則 

１ この要領は、平成 1８年９月 13 日から施行する。 

２ 河川と海の流木等ゴミ対策連絡調整会議（平成１０年１１月２４日発足）は廃止する。 

  附 則 

１ この要領は、平成 1９年７月５日から施行する。 

  附 則 

１ この要領は、平成 20 年８月 29 日から施行する。 
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表 1.1-3(3) 三重県における流木・ごみ等対策推進会議設置要領 

別表１（推進会議委員） 

所 属 構成員 

政策部 政策企画分野総括室長、地域支援分野総括室長 

環境森林部 経営企画分野総括室長、循環型社会構築分野総括室長、 

地球環境・生活環境分野総括室長、森林・林業分野総括室長 

農水商工部 担い手・基盤整備分野総括室長、農産振興分野総括室長、水産振興分野総

括室長 

県土整備部 公共事業総合政策分野総括室長、流域整備分野総括室長 

企業庁 事業分野総括室長 

（１２分野） 

 

別表２（推進会議幹事） 

所 属                     構成員 

政策部 企画室長、分権・広域連携特命監、地域づくり支援室長 

環境森林部 環境森林総務室長、ごみゼロ推進室長、地球温暖化対策室長、水質改善室

長、森林保全室長 

農水商工部 担い手室長、農業基盤室長、農畜産室長、水産資源室長、水産基盤室長 

県土整備部 維持管理室長、河川・砂防室長、港湾・海岸室長 

企業庁 電気事業室長 

        （１６室） 

 

別表３（部会） 

部会名                     構成員 

発生抑制部会 

（５室） 

○森林保全室長 

ごみゼロ推進室長、担い手室長、農畜産室長、河川・砂防室長 

処理対策部会 

（９室） 

○維持管理室長 

ごみゼロ推進室長、地球温暖化対策室長、農業基盤室長、水産資源室長、

水産基盤室長、河川・砂防室長、港湾・海岸室長、電気事業室長 
          ○：部会長 
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表 1.1-4 三重県における「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦」実施概要 

平成２０年度「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦」実施概要 

                          三重県環境森林部水質改善室 

１．背 景 

伊勢湾は、生活・文化や産業活動など多くの面で私たちと深い関わりを持ち、その存在

自体がかけがえのない資源・資産でもあります。しかしながら、一方で、水質汚濁や漂流・

漂着ゴミ問題など多くの課題も抱えています。 

このような中、伊勢湾再生の保全・再生に向けて、平成１８年２月に国と三県一市等で

組織する「伊勢湾再生推進会議」を設立し、平成１９年３月には、「伊勢湾再生行動計画」

を策定しました。 

この「伊勢湾再生行動計画」では、「人と森・川・海の連携により健全で活力ある伊勢湾

を再生し、次世代に継承する。」をスローガンに、「伊勢湾の環境基準の達成を目指し、多

様な生物が生息・生育する、人々が海と楽しく安全にふれあえる、美しく健全で活力ある

伊勢湾の再生」を目標とし、課題の一つとして流木・漂着ゴミ対策も位置づけているとこ

ろです。 

この目標を達成するためには、沿岸域及び流域の人々、ＮＰＯ等の多様な主体が協働・

連携して、森から海まで流域全体で取り組んでいくことが重要です。 

また、平成１９年度から、環境省の「漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査」

が鳥羽市答志島をモデル地域として実施されており、計６回のクリーンアップ調査、フォ

ローアップ調査や漂流経路把握調査等を行い、効率的・効果的な清掃運搬処理の手法や効

果的な発生源対策などについての検討を進めているところです。 

２．目 的 

伊勢湾流域では、ボランティアの皆さん、企業、市町等の参加により、森林、河川、海

岸、地域等で、日々さまざまな清掃活動が行われているところです。 

それぞれの活動が、森から川、海へのつながりを意識し、互いに連携した活動となるこ

とが重要です。 

このため、伊勢湾再生に向けて、広域的な交流の促進、情報の共有化を目指し、共通の

キャッチフレーズのもと、森林、河川、海岸、地域が一体となって清掃活動を実施するこ

とを目的とします。 

また、参加団体の交流会等を開催し、このような取組が、今後も継続的に行われるよう

な仕組みづくりについての検討を行います。 

３．内 容 

平成２０年６月末頃から７月中（６月－環境月間、７月－海の月間、河川愛護月間）に、

各地の森林、河川、海岸、地域等で実施される清掃活動について、実施主体、実施内容、

実施場所等の情報を収集・整理し、「伊勢湾再生に向けた取組」として多くの皆さんに参加

いただけるよう、ホームページや資料提供等により、広く情報の提供、周知を図ります。

  また、活動後には、参加団体の実績（参加人数、実施場所、ごみの量等）を把握し、成

果や課題等について、情報共有や意見交換できる場を設定し、継続した取組につなげていき

ます。 
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表 1.1-5 三重県における「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦」実施結果一覧 

No 実施団体名 市町名 実施日 実施場所 実施内容 参加対象 参加人数 ゴミ回収量 

1 白子高校ボランテ

ィア部 

鈴鹿市 4/12(土) 

5/3(土) 

6/8(日) 

白子町から津

市千里町 

の海岸 

海岸清掃 生徒及び教員 延べ15名 ゴミ袋10袋／日 

(ビニール、プラスチッ

ク、空き缶、発泡スチ

ロール、ペットボトル

他) 

2 磯山海岸美化ボラ

ンティア協議会 

鈴鹿市 6/22(日) 

8/31(日) 

磯山海岸 ごみ拾い及び草刈

り 

地域住民 130名 不明 

3 四日市市 四日市

市 

6/26(木) 

6/27(金) 

海蔵川左岸堤

防 

(霞ヶ浦緑地公

園隣接) 

不法投棄された廃

棄物の撤去作業 

市職員、県職

員 

及び一般市民 

延べ58名 廃家電製品  430kg

廃タイヤ   277本

その他   25,450kg

4 松阪ネットワーク 松阪市 7/2(水) 松名瀬干潟 松名瀬海岸のごみ

拾いを園児が行う 

愛護園、若葉

保育園、みど

り保育園、さ

くら保育園の

園児、職員が

参加 

135名 プラスチックゴミ45㍑

10袋 

5 木曽三川ごみの会 

・長島河川の会 

桑名市 7/1(火) 

7/15(火) 

長良川 伊勢

湾岸道路 

鉄橋南北200ｍ

河川敷のごみ漂着

物や不法投棄物の

回収作業 

木曽三川ごみ

の会会員 

延べ49名 7/1 ゴミ20袋、流木軽

四１車分他 

7/15ゴミ58袋、流木軽

四２車分他 

 「津の美しい海づ

くり」実行委員会 

津市 7/5(土) 河芸、白塚、栗

真、松本崎、中

河原・乙部、阿

漕浦、御殿場、

伊倉津、香良洲

地区海岸 

「津の美しい海づ

くり」海岸一斉清掃

住民団体、ボ

ランティア、

企業等 

7 中勢森林組合 津市 7/5(土) 津海岸 海岸清掃 住民団体、ボ

ランティア、

企業等 

3,330名 可燃ゴミ 5,220kg 

不燃ゴミ 4,730kg 

8 三重大学環境ISO推

進室 

津市 7/5(土) 町屋海岸 砂浜及び堤防下(海

側)に不法投棄され

たゴミ等の回収 

教職員 約120名 

9 三重大学環境ISO学

生委員会 

津市 7/5(土) 町屋海岸 海岸を中心に清掃

活動 

三重大学生・

教職員、一般

市民 

 

可燃ゴミ 15袋 

不燃ゴミ 50袋 

ビン 2袋、カン 3袋 

ペットボトル 6袋 

タイヤ、ガラス、電化

製品ほか 

10 松名瀬干潟ウォッ

チング 

松阪市 7/5(土) 松名瀬海岸 トラフグ放流 

アマモ場の生き物

観察会、昼食 

ゴミ拾い13～14時 

一般市民 30名 45㍑ゴミ袋10袋程度 

11 内部地区社会福祉

協議会 

・内部川清掃実行委

員会 

四日市

市 

7/6(日) 内部川一帯(前

川橋～新田

橋・両岸) 

足見川(宮橋～

内部川合流地

点) 

小池川(内部川

合流地付近) 

空きカン、空きビ

ン、ペットボトル等

の分別回収 

オオアレチウリの

駆除 

地区内住民を

中心とする

が、一般市民

の受け入れも

可 

1,370名 空き缶、ビン・ガラス

類、金属類、ペットボ

トル、その他埋立ゴミ

類収集には1.5t～2t車

が必要。ゴミの量をど

のように表現したらよ

いか不明であるが、

年々減少はしている。

12 伊勢河川海域環境

美化推進協議会 

伊勢市 7/6(日) 勢田川沿岸 

及びその支川 

「勢田川七夕大そ

うじ2008」 

①堤防ならびに管

理道路の除草、空き

缶・ゴミ拾い 

②河川内にある自

転車等、投棄物の除

去 

③船による浮遊物

の除去 

一般市民 2,900名 空き缶 1,263缶 

空き瓶 590本 

自転車 6台 

可燃ゴミ 233袋 

草 1,891袋＋2トン車

3台分 

ほか 
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No 実施団体名 市町名 実施日 実施場所 実施内容 参加対象 参加人数 ゴミ回収量 

13 高松干潟を守ろう

会 

川越町 7/13(日) 高松海岸 ごみの回収と分別 一般市民 15名 総量70ｋｇ 

14 御浜町役場 御浜町 7/3(日) 町内海岸 海岸の清掃(ごみ拾

い、除草作業等) 

自由参加 310名 ゴミ量 2.5トン 

15 漂流・漂着ゴミに係

る国内削減方策モ

デル調査 

鳥羽市 7/14(月) 

7/15(火) 

7/16(水) 

鳥羽市答志島 

奈佐の浜 

海岸清掃 地域住民・ボ

ランティア・

NPO 

約30名／

日 

可燃ゴミ 約1トン 

不燃ゴミ 約0.2トン

16 鳥羽清港会 鳥羽市 7/19(土) 鳥羽佐田浜港、

中之郷岸壁、赤

崎岸壁周辺 

海岸及び海岸沿い

の道路のごみ清掃 

ダイバーによる佐

田浜港海底清掃 

鳥羽清港会会

員、 

その他一般市

民 

348名 海底ゴミ(ワイヤーロ

ープ、鉄板他) 

ゴミ袋約50袋 

発泡スチロールの箱 

ゴザ他 

17 宮川流域ルネッサ

ンス協議会 

伊勢市 7/20(日) 伊勢市磯町 

(宮川左岸) 

清掃活動 守ろう清流！

宮川流域いっ

せいチェック

ワークショッ

プメンバー・

50ポイントボ

ランティアス

タッフ及び一

般市民(県民)

約120名 家庭用ゴミ袋30袋 

テレビ2台、バッテリー

1台 

工事用パイプ1個 

不燃物多数 

18 三重県立みえ夢学

園高校 

津市 7/22(火) 津市阿漕浦海

岸 

学校から海岸まで

の道路および海岸

の清掃 

みえ夢学園高

校生徒 

150名 軽トラック1台分 

19 鈴鹿魂 鈴鹿市 8/24(日) 千代崎海岸 海岸清掃 参加自由 140名 可燃物、不燃物合わせ

てゴミ袋114袋 

流木・粗大ゴミなど畳

約4畳分  

20 特定非営利活動法

人 

堀川まちネット 

名古屋

市 

6/15(日) 名古屋市熱田

区神戸町地内 

宮の渡公園と堀川

端の清掃 

一般市民 40名以上 45㍑ゴミ袋24袋 

自転車1台 

21 鯱城・堀川と生活を

考える会 

名古屋

市 

7/2(水) 港新橋 歩道

両岸の歩道へ

昇る階段付近 

橋の上のゴミ、土砂

の撤去 

会員、一般市

民 

15名 土のう袋  5袋 

可燃ゴミ袋  7袋 

不燃ゴミ袋  3袋 

22 鯱城・堀川と生活を

考える会 

名古屋

市 

7/8(火) 

9/9(火) 

納屋橋を中心

に上流中橋か

ら下流岩井橋

まで 

堀川両岸歩道、橋上

の清掃活動 

会員有志、一

般市民 

27名 可燃ゴミ 6袋 

不燃ゴミ  3袋 

23 水門川クリーン作

戦実行委員会 

大垣市 7/26(土) 大垣市本町貴

船広場前から

西外側町八幡

神社前橋上広

場まで 

貴船広場前稲荷樋

門を閉じ、橋上広場

で川を堰き止め、川

の水を排水後、浅瀬

になった川の中で

の清掃活動および

貴船広場付近にお

いての川底学習会

(水門川の生き物調

査) 

一般市民 700名以

上 

(川底学

習会 

約100余

名) 

燃えるゴミ 2トン 

燃えないゴミ 2トン 

(燃えないゴミの中に

は、自転車、スクータ

ー、電子レンジ等の大

型ゴミあり) 
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1.1.3 鳥羽市の取組 
平成 19 年度 7月 15 日と平成 20 年度 9月 20 日に桃取漁港および奈佐の浜に漂着したゴ

ミについては、国の補助金の基準に達しなかったものの、漁業者などの船舶の航行等に支

障があったため、鳥羽市がゴミの回収・処理を行った。 

奈佐の浜以外での取組みは、一般市民を対象とした啓発活動として、「きれいにし隊」清

掃ボランティア支援事業を実施している。この事業では、鳥羽市の指定ゴミ袋の支給と一

般廃棄物処理手数料の免除を支援しており、参加者へのゴミの発生抑制に対する意識向上

になると思われる。また、毎年夏に「海の大清掃」を企画し、鳥羽港、佐田浜港、中之郷

港、安久志海岸の陸上を中心に清掃作業が実施されている。このほかには、「鳥羽港まつり」

開催時に回収されたゴミを分別し、リサイクル可能なビンや缶、ペットボトル等に分け、

洗浄している。また、鳥羽市では、奈佐の浜の調査にも参加いただいていた「きれいな伊

勢志摩づくり連絡会議」と連携し「水辺ごみ実態調査」を毎年 9月ごろに実施している。 

一方、鳥羽市では、ボランティアや NPO/NGO が海岸清掃で回収したゴミの全てを、市の

負担で処分している。この処分費が財政的な負担となっている。 

なお、平成 20 年 10 月 2～4日の 3日間、鳥羽市において、鳥羽市・JEAN/クリーンアッ

プ全国事務局の共催により「海ごみサミット・鳥羽会議」が開催された。この「海ごみサ

ミット・鳥羽会議」は、太平洋側の地域で開催された初めての海ごみサミットであり、河

川の上流域と下流域との連携を主なテーマとして議論がなされた。本サミットの参加者に

より採択された「鳥羽宣言」には、「健全な生命の宿る豊かな海を、子々孫々に守り伝え『ゆ

たかなる海のめぐみに恩返し』していくため、海洋ゴミ問題を解決していくことが、地球

環境問題として広がる深刻な事態に歯止めを掛けることにも繋がると確信し、協働して行

動していくことをここに宣言します。」と記載されている。 
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1.2 地域の海岸清掃活動に関する現状と課題 
奈佐の浜における漂着ゴミの清掃活動に関する現状と課題を表 1.2-1 に示す。 

奈佐の浜では、大量に流れ着いた流木等の漂着ゴミについて、三重県の補助を受け鳥羽

市が事業主体となり、回収された実績がある。この事業は、近年では平成 16 年と平成 19

年にそれぞれ 1回実施されている（図 1.2-1）。 

回収されたゴミは、鳥羽市が引き取り、答志島清掃センターで可燃物を焼却し、不燃物

は船により鳥羽市本土まで運搬し、業者に処分を委託している。 

台風や集中豪雨による流木の大量漂着については、近年になって、補助事業による回収・

処理が行われた実績がある。図 1.2-2 は、平成 14 年に大量の流木が奈佐の浜や桃取漁港

周辺に漂着した時の回収状況の写真である。このように大量に流木が漂着した時には、漁

港が流木で埋め尽くされ、海面にも大量の流木が滞留している状態になってしまう。この

ため、漁業者は回収が終了するまで出漁できない。また漂流している流木は、航行する船

舶の障害にもなることが問題となっている。 

流木が大量に漂着した時の対応について、地元の漁業者（鳥羽磯辺漁協・桃取町支所組

合員）に聞取り調査を実施した。地元の漁業者によると、流木の漂着量が少ない場合は、

漁協の役員のみで回収を実施するが、漂着量が多い場合には、組合の組合員またはその家

族での回収を実施している。また、一部の養殖業を営む組合員は、自らが所有する生簀に

掛かっている流木の回収も後回しにして、漁港や多くの組合員が使用する場所での流木回

収を優先している。 

このような状況のため、漁協の要望としては、回収に要する費用の一部を漁協が負担し

ている状況を改善できないか、また、より効率の良い回収のための機材の購入費について

何らかの手当をしてもらえないか、以上の 2点が挙げられていた。 
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表 1.2-1 奈佐の浜における漂着ゴミの清掃活動に関する現状と課題 

現状 ・きれいな伊勢志摩づくり連絡会議を中心に、鳥羽市、三重県の協力のもと清掃活動

の実績がある。 

・三重県が予算措置をして、鳥羽市が海岸維持増進事業として、奈佐の浜の流木回収

（不定期）を行っている。回収作業は鳥羽磯部漁協桃取町支所の海苔漁業者が中心

となり、市内の土木業者も、回収、大きな流木等の切断等の作業を請け負っている。

・大雨、台風などによる流木の大量漂着時は、補助金制度などを活用して行政主導で

鳥羽磯部漁協所属の漁業者による回収が行われた実績がある。 
回 収 

課題 ・奈佐の浜では、ゴミの漂着量が通年多いため、常に清潔な海岸の維持を想定すると、

不定期あるいは年数回の清掃活動が必要で、多くの人手が必要である。 

・奈佐の浜以外の海岸にも漂着ゴミがあるが、船以外の上陸が不可能な場所がある。

・桃取港から奈佐の浜への移動手段が車以外は、徒歩となり往復 2時間程度要する。

・重機を使用する場合、その都度、島外から輸送が必要で費用負担が大きくなる。 

現状 ・鳥羽市が職員を派遣し収集・運搬にあたった（災害時を除く）。 

・鳥羽市は、平成 20 年 3 月に堤防から砂浜への斜路を拡幅整備した。これまでより

も大型の重機の利用が可能となった。 

収集 

・運搬 

課題 ・鳥羽市が、船による島外搬出費用を負担している。 

現状 ・一般廃棄物(可燃ゴミ)は鳥羽市答志島清掃センターで処分可能である。 

・可燃ゴミ以外は、島外の処理業者に処分を依頼しており、この費用が鳥羽市の負担

になっている。 
処 分 

課題 ・可燃ゴミ以外は処理業者に処分を依頼しており、鳥羽市が費用負担している。 
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（資料提供：鳥羽磯部漁協桃取町支所） 

図 1.2-1 鳥羽磯部漁協桃取町支所による奈佐の浜の清掃 
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（資料提供：鳥羽磯部漁協桃取町支所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2-2 鳥羽磯部漁協桃取町支所による奈佐の浜へ漂着した流木類の回収（平成 14 年） 
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1.3 漂流・漂着ゴミの発生に関する取組 
1.3.1 国の取組 
(1) 国際的な対応も含めた発生源対策 

国は、「漂流・漂着ゴミ対策に関する関係省庁会議とりまとめ」（平成 19 年 3月）の中で、

国際的な対応も含めた発生源対策を以下のように示されている。 

 

a．国内での発生抑制の取組（漂流ゴミの回収対策を含む） 
河川等に捨てられたゴミが、海域に流出することで漂流・漂着ゴミ問題の一因となって

いることから、国土交通省では、従来から、河川敷等において、市民と連携した清掃活動、

不法投棄の防止に向けた普及啓発活動を行っている。また、河川管理者による日常的な監

視による不法投棄の抑止・早期発見、河川の維持管理の中での治水上の支障となるゴミ回

収の徹底、市民と連携した清掃活動の実施、回収活動状況のマップ作成等を通じた啓発普

及に取り組んでいる。 

港湾において、国土交通省では航行船舶の輻輳する海域において船舶航行の安全を確保

し、海域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明・八代海等（港湾区域、

漁港区域を除く）において、海面に浮遊するゴミや油の回収を行っている。また、海洋短

波レーダによって観測された流況を活用し、ゴミや油の集まる位置を予測する技術等の研

究開発を推進している。 

水産庁は、漂流・漂着物の発生源対策として、漁業系資材の漁網、発泡スチロール製の

フロート及びプラスチック製品について、モデル地域を選定し、その処理費用の軽減方策

及びリサイクル技術の開発・推進を図るとともに、被害拡大防止のため漁業活動中に回収

された漂流物の処理費用に対する広域的な取り組みへの支援を行っている。また、漁場環

境の悪化により、効用の低下している漁場の生産力の回復や水産資源の生息場の環境を改

善することを目的として、堆積物の除去等を行っている。 

国内において容器包装廃棄物の排出抑制を促進することは、漂流・漂着ゴミに対する対

策としても有効であると考えられる。このため、経済産業省は、容器包装廃棄物の排出抑

制を促進するため、改正容器包装リサイクル法の施行に必要な調査等を行い、同法の適切

な実施を進めている。 

 

b．国際的な取組 
海外由来のゴミに関しては、県や市町村による取組には限界があり、国による率先的な

取組が不可欠である。国は、関係国との政策対話や、国際枠組みの下での協力等を通して、

関係国との共通意識の醸成及び協力体制の構築を引き続き進めていくことが重要である。

特に、日本、中国、韓国、ロシアによる海洋環境保全のための枠組みである「北西太平洋

地域海行動計画（NOWPAP）」は、2006 年から開始された海洋ゴミプロジェクトが進められ

ており、環境省は本モデル調査の成果等について NOWPAP を通して各国に発信しており、

NOWPAP を通した協力関係が強化されつつある。さらに、中国語が表記された医療系廃棄物

等、海外からの大量の危険な漂着ゴミが確認された場合には、関係国への原因究明・再発

防止等の申し入れ等を継続的に行っていく必要がある。 

環境省は、日中韓 3カ国環境大臣会合等の政策対話や、NOWPAP の海洋ゴミプロジェクト

を通じ、関係各国に対し、様々な種類の漂流・漂着ゴミに対する協力を含め、引き続き協

働して取り組むよう働きかけている。 



 Ⅲ-21

外務省は、NOWPAP 海洋ゴミプロジェクトの一環として推進する周辺国と連携した清掃・

人材育成キャンペーンを、我が国の主導により継続的に実施し、各国における地方公共団

体・NGO をも巻き込んだ市民レベルの意識向上を図っている。 

 

(2) 国土交通省中部整備局三重河川国道事務所の取組 
三重河川国道事務所の通常時のゴミの発生抑制を含めた対策は、１週間に３回河川の

パトロールを行い、ゴミを発見次第収集している。近年は、リサイクル法が出来た事に

よる家電４品目を含む不法投棄が多く、その対策としてゴミマップや不法投棄状況等を

ホームページ等で公開し、不法投棄の抑制に努めている（三重河川国道事務所ホームペ

ージ http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/）。 

 また、台風通過後は、河川・海岸の巡視を行い、速やかな流木・ゴミの収集・持ち出

しを実施している。これらゴミ対策には、三重河川国道事務所だけでも年間に約 1,200

万円が費やされているとのヒアリング結果を得ている。 

 

a．河川の不法投棄（家電リサイクル法対象 4品目）の実態調査 
平成 13 年から平成 19 年までの、三重河川国道事務所の管轄河川において家電リサイ

クル法対象 4品目（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）についての実態調査を実施し、

その結果をホームページ等で情報発信している（図 1.3-1）。 

 

（資料提供：三重河川国道事務所） 

図 1.3-1 河川の不法投棄の実態調査結果 
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b．注意喚起看板の設置 
鈴鹿市の小学生からの手紙をきっかけに、河川に不法投棄防止の看板を設置されてい

る。設置する看板は、小学生が作ったポスター、デザインを使用し、設置も職員立会い

で子供たちの手で立てられている（図 1.3-2）。 

 

 

（資料提供：三重河川国道事務所） 

図 1.3-2 注意喚起看板の設置 

 

c．ゴミマップの作成 
「川と海のクリーン大作戦」などでボランティアの方により回収されたゴミの情報を

もとに、三重河川国道事務所の管轄 4 河川でのゴミマップ（図 1.3-3）を作成し、ホー

ムページ等で公開されている。 

 

（資料提供：三重河川国道事務所） 

図 1.3-3 ゴミマップ 
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1.3.2 三重県の発生抑制対策 
・ 表 1.1-2 に示した内容で予算措置（10 項目）が実施されている。 

・ 環境森林部環境森林総務室が事務局として実施する「流木・ごみ等対策推進会議」 

・ 伊勢湾再生推進会議の場で伊勢湾流域の愛知県、岐阜県、名古屋市への啓発活動への

呼掛け 

 

1.3.3 鳥羽市の発生抑制対策 
・ 環境教育の充実（リサイクルパーク） 

計画段階から市民の意見を取り入れ、ＮＰＯが運営主体となった『リサイクルパーク』

を整備し家庭の生ゴミの発生・排出抑制とリサイクルを推進している。また、資源物の

回収拠点や環境教室等を設置することにより、ゴミの減量化とリサイクルを通じた市民

の交流の場となっている｡また、イベント等でのリサイクルステーションの設置も実施

している。 

・ 環境パトロール 

地域で不法投棄と思われるごみや不法投棄現場を目撃した場合に市民から通報をも

らう。 

・ みんなで清掃日 

平成１７年４月より、毎月第１土曜日に自宅周辺のごみを拾う「みんなで清掃日」

を開始。ゴミの処理は、通常のゴミ回収と同じ。グループでごみ拾いをするときなど

は、事前に環境課に連絡することで指定ごみ袋の提供や回収を実施する。 

・ 一日福祉体験教室での環境講座 

鳥羽市社会福祉協議会が事務局となり、小中学生を対象に環境問題について考えた

り、ゴミ拾いを通じてポイ捨てゴミをなくすことを考えるための講座を開催している。 
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2．三重県鳥羽市地域における今後の漂流・漂着ゴミ対策のあり方の方向性 

2.1 相互協力が可能な体制作りについて 
2.1.1 関係省庁会議とりまとめにおける体制作りの方向性 

漂流・漂着ゴミ問題に対する我が国の方針と当面の施策として、平成 19 年 3 月に策定さ

れた「漂流・漂着ゴミ対策に関する関係省庁会議とりまとめ」においては、漂流・漂着ゴ

ミの処理等に係る国、都道府県、市町村等の役割について、次のように記載されている。 

 

表 2.1-1 「漂流・漂着ゴミ問題に関する関係省庁会議とりまとめ」について 

我が国における、漂流・漂着ゴミの処理等に関連する現行法制度としては、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃掃法」という。）、海岸法、港湾法等がある。

現行法では、海岸に漂着したゴミについて、土地又は建物の占有者がその土地又は

建物の清潔を保つように努めなければならない（廃掃法第 5条第 1項）、と定められ、

「占有者がいない場合には、管理者とする」（同項）との規定に基づき、海岸管理者

が土地の清潔保持について努力義務を負う。一方、海岸管理は、都道府県等の海岸管

理者が行うものとされている（海岸法第 5条など）。 

海岸管理のうち、海岸保全施設に関する工事に係る事務以外の事務は自治事務と整

理される（同法第 40条の 4）ことから、基本的にどの程度の清潔保持を行うかの判断

は各海岸管理者の裁量に委ねられている。また、「海岸におけるゴミ対策や清掃等海

岸の美化については、地域住民やボランティア等の協力を得ながら進めるとともに、

参加しやすい仕組み作りに努める。」（同法第 2条の 2に基づく海岸保全基本方針）と

示されている。 

  

漂着ゴミについては、海岸等公物管理者が発生者ではないものの、公物管理上、清

潔の保持に努めなければならず、それぞれの公物管理者が、漂流・漂着ゴミの対応に

関する義務を負う。公物管理を定めた個別法において、自治事務と整理された事務に

ついては、各地方公共団体が自らの裁量に基づいて事務を遂行する責務を負うことと

されている。 

 

しかしながら、実態的には、公物管理者だけでは対応しきれない質及び量のゴミが

漂着した場合に、公物管理者である都道府県からの要請や、地域の生活環境保全上看

過できない状況に鑑み、一般廃棄物の処理について統括的責任を有する市町村（廃棄

物担当部局）が漂着ゴミの処理を行わざるを得ない場合があり、さらに、それでもな

お処理しきれない場合がある。 

また、都道府県の中には、市町村に対して漂流・漂着ゴミの処理等に関する補助を

行っているものもあるが、対策が不足している場合がある。 

こうしたことから、漂流・漂着ゴミの処理等に係る問題について、真に現場の求め

る解決に向けて、関係者間の相互協力が可能な体制作りを推進することが当面の施策

としては最も有効である。その上で、実際に処理にあたる現場の地方公共団体が混乱

しないよう、漂流・漂着ゴミの処理等の円滑な実施に向け、今後も更に検討を深める

ことが必要である。 
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2.1.2 三重県鳥羽市地域における相互協力が可能な体制作りの方向性 
(1) 三重県鳥羽市地域における相互協力の考え方 

前節を受けて、関係者間の相互協力が可能な体制作りを推進するため、本モデル調査に

おいては、各地域に県、市町村、関係団体、NPO/NGO、地域住民等により構成される地域検

討会を設置し、意見交換や必要な調整をしつつ、今後の漂流・漂着ゴミ対策のあり方の方

向性を策定していくこととした。 

熊野灘沿岸海岸保全基本計画（平成 15 年 7 月 策定者:三重県知事、和歌山県知事）では、

海岸保全の施策が示された。地域との連携による海岸環境の保全として、海岸清掃活動の

推進等が目標としてあげられている。今後は、この地域検討会をベースとして、関係者と

の連絡調整等を担う協議会等へ発展させ、関係者間の役割分担や適正な漂流・漂着ゴミの

回収・処理、発生源対策等の対策のあり方を議論、整理していくことが望ましい。その際

には、本モデル調査によって得られた各種の技術的知見等を積極的に活用していくことが

期待される。 
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図 2.1-1 「熊野灘沿岸海岸保全基本計画」について（三重県ホームページより抜粋） 
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図 2.1-2 は、現時点で想定される関係者間の役割分担の模式図であり、地域の実情に適した体

制作りを進めていくことが適当であると考えられる。 
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図 2.1-2 関係機関・団体の役割分担(案)

三重県（海岸管理者等） 

・ 管理海岸の清潔の保持 ・海岸清掃計画等の策定 

・ 海岸清掃の他名の財政措置、物的・人的資源確保 

・ 流木策推進会議 

・ 伊勢湾再生推進会議 

 

 

 

・海洋基本計画 

・地方交付税措置 

・関係省庁会議とりまとめを 

踏まえた対策（状況の把握、 

国際的な対応も含めた発生 

源対策、被害者が著しい地 

域への対策）の実施 

 

 

 

 

 

 

適正処理確保のための方策

（公共処理施設での処理、許可

制度・再利用制度、民間委託等）

 

 

 

国 鳥羽市 

 

関係者との連絡調整 

自主的な海岸清掃活動･

普及啓発の実施 自治会・NPO 等民間団体
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・専門的情報の提供 

学校・教育機関 
事業者 

・海岸清掃活動への参加・協力 

・マナー・モラルの徹底 

・3R 等によるエコライフの実践 

地域住民 

連携・協働 支援 

・ 国・県の補助金の活用 

・ 廃棄物発生抑制の普及・啓発 

廃棄物の適正処理の助言・指導 
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(2) 漂着ゴミ問題対策における相互協力の先進事例 
既存資料等より収集した漂着ゴミに関する発生抑制対策を含む海岸清掃体制（回収・処

理の取組）事例の中から、先進的かつ代表的な取組として「クリーン・ビーチいしかわ」、

「美しいやまがたの海プラットフォーム」及び「さぬき瀬戸パートナーシップ」の活動を

取り上げ、その概要を示した。 

これら取組は、官民を挙げた海岸清掃体制であり、将来的にはこれら取組を援用し、鳥

羽市全体あるいは三重県全体への取組に展開することが理想的である。 

参考資料： 
・ 「漂着ごみ処理による海岸環境保全プロジェクト 最終報告書」（平成 17 年 7 月

25 日。青森県） 
・ 「瀬戸内海海ごみ問題の現状と対応について（中間取りまとめ）」（平成20年 3月。

瀬戸内海海ごみ対策検討会） 
・ 「平成18年度社会資本整備事業調整費 海岸における一体的漂着ゴミ対策検討調

査報告書」（平成 19 年 3月。農林水産省農村振興局・農林水産省水産庁・国土交
通省河川局・国土交通省港湾局） など 

 

a．「クリーン・ビーチいしかわ」 
石川県の羽咋市周辺の清掃活動に関しては、従来から羽咋市の市民憲章に基づいて地域

住民による定期的な海岸清掃が行われていた。これを、他の地域の同様な活動とともに、

「クリーン・ビーチいしかわ」として、全県レベルの清掃活動に統合されたものである（表 

2.1-2）。クリーン・ビーチいしかわ事務局への聞き取り調査によれば、全県レベルで活動

を統合したことで以下のような効果があったとのことである。 

 

・ 従来、地元住民による定期的な活動であったが、FM 石川が関与したことで、清掃活動

の日時や場所が FM 放送で広報され、参加者が増えた。 

・ 地元住民以外でも、企業の活動や学校での総合学習などでも、海岸の清掃活動が取り

入れられるようになってきた(例えば、企業では CSR 活動の一環、学校では遠足での

イベント等)。清掃活動の希望を事務局に申し出ると、適当な場所や関係者を紹介す

ることで、活動が具体化され、その結果、海岸での清掃活動の回数が増加している。 

 

羽咋市では、4月と 7月に定常的（年中行事的）に市民運動として、すでに 30 年にわた

って清掃活動を行っており、多くの地域住民がゴミの回収に参加している。ゴミ袋は「ク

リーン・ビーチいしかわ」が配布し、回収された漂着ゴミの収集・運搬・処分費は各市町

村が負担している。また、最近は、これらの定期的な活動とは別の不定期清掃活動（特に

町会・漁協・生徒・サーファーによる）も行われ始めている。 

 

 

 



 Ⅲ-29

表 2.1-2 漂着ゴミ対策の先進事例：「クリーン・ビーチいしかわ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリーン・ビーチいしかわの活動（活動概要、活動状況） 
1.活動概要 

○実行委員会 

・名誉会長（県知事）、顧問（議会議長、市長会長、市議会議長会長など）、会長（エフエム石川社長）、

実行委員（各市町長など）からなる実行委員会が設置されている。 

・目的：以下を目標とする。 

①美しい石川の渚を取り戻し、白砂青松を蘇らせる基盤づくり 

②野鳥や海の生きものを残酷な被害から守る海の環境・ルールづくり 

③沿岸漁業資源の回復に良好な豊かな海づくり 

④森林、河川を守る基盤づくり 

・事業：次の事業を行う。 

①クリーン・ビーチ活動の企画、諸機関との連絡・調整及び推進に関すること。 

②活動を広く県民に周知し、参加を呼びかけ、実践を通して環境保全と市民のモラル向上に寄与するこ

と。 

③今後の活動の進展に必要な提言をすること。 

・事務局をエフエム石川内に置く。 

○幹事会 

・各市町での窓口となる部課の長、国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所海岸課長、県関連部

課の長、エフエム石川などからなる幹事会が設置されている。 

・活動規約の前文には、「石川県下の海岸線 583km を舞台に繰り広げられる清掃活動「クリーン・ビーチ

いしかわ」に協調、クリーン・ビーチいしかわ実行委員会のもと、全市町村が一体となって、または市

民運動をあと押しして、渚（なぎさ）の一斉清掃、川筋の清掃等を実施し、海岸及び自然環境の保全と

地域の美化に資する。」とある。 
 
1.1 清掃活動の基本原則 

(1) 清掃活動の範囲は、それぞれの市町村または市民団体などが決めた海岸、河川、湖沼とし、運動に呼

応する人たちの動員のもとにボランティア活動として実施する。 

(2) 清掃活動の実施日は、活動計画に基づくことを原則とし、天候・海況などにより、当日実施困難な場

合は、中止や予備日を設けるなど地域ごとに対応する。 

(3) 清掃活動の内容は、海岸や河川、湖沼の漂着物、廃棄物の回収作業とし、回収された廃棄物などは可

燃物と不燃物に分別し、実行委員（市町村長）の指示のもとに処理を行う。 

(4) 清掃活動のための資材は、県、県漁業協同組合連合会と実行委員会事務局（以下「事務局」という）

が協力して管理し、調達、保管、配布のための連絡などにあたる。 

(5) 清掃活動によって生じた諸問題については、事務局が整理して報告書にまとめる。 

1.2 清掃活動の地域別活動計画 

(1) 清掃活動は、実行委員（市町村長）の指揮のもとに、幹事がリーダーとなって効率的に実施する。こ

の際、幹事はあらかじめ地域内の協議を経て事務局あてに行動計画書（別紙）を提出する。提出期限

は、実施日の 10 日前までとする。 

(2) 清掃活動を円滑に実施するため、地域ごとに実行委員（市町村長）を中心として企画調整、動員計画、

回収、分別処理、記録などの組織を編成し、責任体制を明確にする。 

(3) セレモニーやイベントの実施、集合場所の決定にあたっては、実行委員（市町村長）が必要に応じて

漁業協同組合、関係機関、参加団体、事務局などと協議する。 

(4) 清掃活動に必要な軍手、こみ袋などは、行動計画書に基づき県が市町村へ連絡、市町村は実施の３日

前までに受理する。 

(5) 清掃活動終了後は、幹事が活動結果を報告書にまとめて事務局に提出する。 

○その他 

・資金は、県と各市町の助成金、事業所の協賛金である。 

・清掃活動の支援は、ゴミ袋の配布と、ラジオ放送で実施日時、場所等を事前告知し、参加を呼びかけて

いる。 

・活動報告は、毎年次ごとに、30 ページ程度の冊子にまとめられ、公表・配布されている。 
 
2.活動状況（省略） 

・活動状況については年次ごとに発行されている。平成 19 年度では 100 件以上、12 万人が参加している。
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b．「美しいやまがたの海プラットフォーム」 
山形県では、平成 20 年度に「美しいやまがたの海推進事業」により、関係者間の協議・

情報共有の場となる「美しいやまがたの海プラットフォーム」を設立させ、漂着ゴミの効

果的な回収と処理方法、さらには内陸域からのゴミ発生抑制までを含む取組の推進を図る

こととした(図 2.1-3、表 2.1-3)。このプラットフォームは平成 20 年 7 月 31 日、関係行

政機関（国、県、市町）のほか大学、NPO、企業・事業所団体など 20 団体によって発足し

た(表 2.1-4)。実施事業としては①回収活動及びモニタリングの情報収集、ニューズレタ

ーの発行等、②ゴミの発生抑制、③一斉クリーンアップの実施を予定している。 

 

 

図 2.1-3 「美しいやまがたの海プラットフォーム」の取組の事例 

（注：山形県庄内総合支庁からの提供資料による） 


