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共通資料1 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号) (抄) 

(定義) 

第2条 この法律において「小型電子機器等」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その

他の電気機械器具（特定家庭用機器再商品化法（平成十年法律第九十七号）第二条第四項に規定する

特定家庭用機器を除く。）であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものを

いう。 

一 当該電気機械器具が廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十

七号。以下「廃棄物処理法」という。）第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次号及び第十条第

三項第一号において同じ。）となった場合において、その効率的な収集及び運搬が可能であると認

められるもの 

二 当該電気機械器具が廃棄物となった場合におけるその再資源化が廃棄物の適正な処理及び資源

の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再資源化に係る経済性の面における制約が

著しくないと認められるもの 

2 この法律において「使用済小型電子機器等」とは、小型電子機器等のうち、その使用を終了したも

のをいう。 

3 この法律において「再資源化」とは、使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その

他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。 

(基本方針) 

第3条 主務大臣は、使用済小型電子機器等の再資源化を総合的かつ計画的に推進するため、使用済小

型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。 

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 使用済小型電子機器等の再資源化の促進の基本的方向 

二 使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標 

三 使用済小型電子機器等の再資源化の促進のための措置に関する事項 

四 環境の保全に資するものとしての使用済小型電子機器等の再資源化の促進の意義に関する知識

の普及に係る事項 

五 前各号に掲げるもののほか、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する重要事項 

六 個人情報の保護その他の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に際し配慮すべき重要事項 

3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれに変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

(国の責務) 

第4条 国は、使用済小型電子機器等を分別して収集し、その再資源化を促進するために必要な資金の

確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

2 国は、使用済小型電子機器等に関する情報の収集、整理及び活用、使用済小型電子機器等の再資源

化に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、使用済小型電子機器等の収集及び運搬並びに再資源化に関

する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならな
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い。 

 

(地方公共団体の責務) 

第5条 市町村は、その区域内における使用済小型電子機器等を分別して収集するために必要な措置を

講ずるとともに、その収集した使用済小型電子機器等を第十条第三項の認定を受けた者その他使用

済小型電子機器等の再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。 

2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えること

に努めなければならない。 

3 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するよう必要

な措置を講ずることに努めなければならない。 

 

 (消費者の責務) 

第6条 消費者は、使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、当該使用済小型電子機器等を分

別して排出し、市町村その他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施

し得る者に引き渡すよう努めなければならない。 

 

 (事業者の責務) 

第7条 事業者は、その事業活動に伴って生じた使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、当

該使用済小型電子機器等を分別して排出し、第十条第三項の認定を受けた者その他使用済小型電子

機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならな

い。 

 

 (小売業者の責務) 

第8条 小型電子機器等の小売販売を業として行う者は、消費者による使用済小型電子機器等の適正な

排出を確保するために協力するよう努めなければならない。 

 

 (製造業者の責務) 

第9条 小型電子機器等の製造を業として行う者は、小型電子機器等の設計及びその部品又は原材料の

種類を工夫することにより使用済小型電子機器等の再資源化に要する費用を低減するとともに、使

用済小型電子機器等の再資源化により得られた物を利用するよう努めなければならない。 

 

(再資源化事業計画の認定) 

第10条 使用済小型電子機器等の再資源化のための使用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分（再

生を含む。以下同じ。）の事業（以下「再資源化事業」という。）を行おうとする者（当該収集、運搬

又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。）は、主務省

令で定めるところにより、使用済小型電子機器等の再資源化事業の実施に関する計画（以下この条

及び次条第四項第一号において「再資源化事業計画」という。）を作成し、主務大臣の認定を申請す

ることができる。 

2 再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
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二 申請者が法人である場合においては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ

らに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し

業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと

認められる者を含む。次項第四号において同じ。）の氏名及び政令で定める使用人があるときは、

その者の氏名 

三 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 

 四 使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域 

 五 再資源化事業の内容 

六 使用済小型電子機器等の収集、運搬又は処分を行う者及びその者が行う収集、運搬又は処分の

別 

七 使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する施設 

 八 使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備 

 九 使用済小型電子機器等の再資源化に関する研究開発を行おうとする場合にあっては、その内容 

 十 その他主務省令で定める事項 

3 主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が

次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

一 再資源化事業の内容が、基本方針に照らし適切なものであり、かつ、廃棄物の適正な処理及び資

源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。 

二 前項第四号に掲げる区域が、広域にわたる使用済小型電子機器等の収集に資するものとして主

務省令で定める基準に適合すること。 

三 申請者及び前項第六号に規定する者の能力並びに同項第七号に掲げる施設及び同項第八号に規

定する施設が、再資源化事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める

基準に適合すること。 

四 申請者及び前項第六号に規定する者が次のいずれにも該当しないこと。 

イ 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者 

ロ この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から五年を経過しない者 

ハ 次条第四項の規定によりこの項の認定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない

者（当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手

続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法

人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。） 

ニ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代理人が法

人である場合においては、その役員を含む。）がイからハまでのいずれかに該当するもの 

ホ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあ

るもの 

ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者のあるもの 

ト 廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者   

 

(再資源化事業計画の変更等) 

第11条 前条第三項の認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）は、同条第二項第四号から第八
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号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定

を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 

2 認定事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定

めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 

3 認定事業者は、前条第二項第一号から第三号まで、第九号又は第十号に掲げる事項を変更したとき

は、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 

4 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第3項の認定を取り消すことが

できる。 

一 認定事業者（前条第三項の認定に係る再資源化事業計画（第一項の規定による変更又は前二項

の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。）に

記載された同条第二項第六号に規定する者を含む。以下「認定事業者等」という。）が、認定計画

に従って再資源化事業を実施していないとき。 

二 認定事業者が、認定計画に記載された前条第二項第六号に規定する者以外の者に対して、当該

認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を委託したとき。 

三 認定事業者等の能力又は前条第二項第七号に掲げる施設若しくは同項第八号に規定する施設

が、同条第三項第三号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。 

四 （略） 

5 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。 

 

(使用済小型電子機器等の引取りに応ずる義務) 

第12条 認定事業者は、第十条第二項第四号に掲げる区域内の市町村から、当該市町村が分別して収

集した使用済小型電子機器等の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場

合を除き、当該使用済小型電子機器等を引き取らなければならない。 

 

  (認定事業者等に係る廃棄物処理法の特例) 

第13条 認定事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六

項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る使用済小型電子機

器等の再資源化に必要な行為（一般廃棄物（廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をい

う。第七項において同じ。）又は産業廃棄物（廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をい

う。次項及び次条第一項において同じ。）の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三

項において同じ。）を業として実施することができる。 

2 認定事業者は、前項に規定する行為（産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限

る。）を認定計画に記載された第十条第二項第六号に規定する者に委託する場合には、政令で定める

基準に従わなければならない。 

3 認定事業者の委託を受けて使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として実施する者

（認定計画に記載された第十条第二項第六号に規定する者に限る。）は、廃棄物処理法第七条第一項 

若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を

受けないで、認定計画に従って行う使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として行うこ

とができる。 

4 認定事業者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第
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七条の五の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四

第一項、第十四条第十二項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定（これらの

規定に係る罰則を含む。）の適用については、一般廃棄物収集運搬業者（廃棄物処理法第七条第十二項 

に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第六項において同じ。）若しくは一般廃棄物処

分業者（廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。次項及び第六項におい

て同じ。）又は産業廃棄物収集運搬業者（廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集

運搬業者をいう。次項及び第六項において同じ。）若しくは産業廃棄物処分業者（廃棄物処理法第十四

条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。次項及び第六項において同じ。）とみなす。 

5 第三項に規定する者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項及び第十四項並びに第七

条の五の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第

一項、第十四条第十二項から第十六項まで及び第十四条の三の三の規定（これらの規定に係る罰則を

含む。）の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収

集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。 

6 前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定（同条の規定に係る罰則を含む。）の適用

については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若し

くは産業廃棄物処分業者とみなす。 

7 一般廃棄物処理基準（廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。）に

適合しない使用済小型電子機器等（一般廃棄物であるものに限る。）の収集、運搬又は処分が行われた

場合において、認定事業者が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しく

は処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分

をすることを助けたときは、当該認定事業者は、廃棄物処理法第十九条の四の規定（同条の規定に係

る罰則を含む。）の適用については、同条第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。 

 

(指導及び助言) 

第15条 主務大臣は、認定事業者等に対し、認定計画に係る再資源化事業の的確な実施に必要な指導

及び助言を行うものとする。 

 

(報告の徴収) 

第16条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者等に対し、使用済小型電子機

器等の引取り又は再資源化の実施の状況に関し報告をさせることができる。 

 

(立入検査) 

第17条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定事業者等の事務所、工

場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

2・3 （略） 

 

(権限の委任) 

第20条 この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長

に委任することができる。 
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共通資料2 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 (平成25年政令第45号) (抄) 

(小型電子機器等) 

第1条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第一項の政

令で定める電気機械器具は、次の掲げるもの（一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具で

あるものに限るものとし、これらの附属品を含む。）とする。 

 一 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 

 二 携帯電話端末、ＰＨＳ端末その他の無線通信機械器具 

 三 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機（特定家庭用機器再商品化法施行令（平成十年政令第三

百七十八号）第一条第二号に掲げるテレビジョン受信機を除く。） 

 四 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具  

 五 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具 

 六 パーソナルコンピュータ 

 七 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置 

 八 プリンターその他の印刷装置 

 九 ディスプレイその他の表示装置 

 十 電子書籍端末 

 十一 電動ミシン 

 十二 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 

 十三 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 

 十四 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 

 十五 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 

 十六 フィルムカメラ 

 十七 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具（特定家庭用機器再商品化法施行令

第一条第三号に掲げる電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。） 

 十八 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具（特定家庭用機器再商品化法施行令第一条

第一号に掲げるユニット形エアコンディショナーを除く。） 

 十九 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具（特定家庭用機器再商

品化法施行令第一条第四号に掲げる電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。） 

 二十 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 

 二十一 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 

 二十二 電気マッサージ器 

 二十三 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 

 二十四 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 

 二十五 蛍光灯器具その他の電気照明器具 

 二十六 電子時計及び電気時計 

 二十七 電子楽器及び電気楽器 

 二十八 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 
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共通資料3 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則（平成25年経済産業省・環境

省令第3号） (抄) 

(再資源化事業計画に添付すべき書類) 

第2条 法第十条第一項の規定により再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に

掲げる書類を添付しなければならない。 

 一～八 （略） 

 九 当該申請に係る再資源化事業として使用済小型電子機器等の再使用（使用済小型電子機器等の

全部又は一部を、小型電子機器等の全部又は一部として再度使用し、又は販売する者に有償又は

無償で譲渡することをいう。以下同じ。）を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定によ

り行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証

する書類の写し 

 十 （略） 

 

(再資源化事業計画の記載事項) 

第3条 法第十条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。  

一 当該申請に係る再資源化事業において認定後一年間に処理される見込みの使用済小型電子機器

等の数量 

二 当該申請に係る再資源化事業において廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処

理基準又は同法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合

において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置 

三 法第十条第二項第六号に規定する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名  

 

(再資源化事業の内容の基準) 

第4条 法第十条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 使用済小型電子機器等の引取りから処分が終了するまでの一連の行程が明らかであること。 

二 使用済小型電子機器等から密閉形蓄電池（密閉形鉛蓄電池（電気量が二百三十四キロクーロン

以下のものに限る。）、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいい、機器の記憶保持用のも

のを除く。）、蛍光灯、ガスボンベ及びトナーカートリッジ（以下「密閉形蓄電池等」という。）を

技術的かつ経済的に可能な範囲で回収し、当該密閉形蓄電池等の処理を自ら行うか、又は当該処

理を業として行うことができる者に当該密閉形蓄電池等を引き渡すこと。 

三 使用済小型電子機器等からフロン類（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

（平成十三年法律第六十四号）第二条第一項に規定するフロン類をいう。以下同じ。）を技術的か

つ経済的に可能な範囲で回収し、当該フロン類の破壊を自ら又は他人に委託して適正に行うこと。 

四 破砕、選別その他の方法により、使用済小型電子機器等に含まれる鉄、アルミニウム、銅、金、

銀、白金、パラジウム及びプラスチックを高度に分別して回収し、当該回収により得られた物（以

下「回収物」という。）に含まれる次に掲げる資源の再資源化、熱回収（回収物の全部又は一部で

あって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用する

ことをいう。）又は安定化（以下「再資源化等」という。）を自ら行うか、又は当該再資源化等を業

として行うことができる者に当該回収物を引き渡すこと。 

イ 鉄 
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ロ アルミニウム 

ハ 銅 

ニ 金 

ホ 銀 

ヘ 白金 

ト パラジウム 

チ セレン 

リ テルル 

ヌ 鉛 

ル ビスマス 

ヲ アンチモン 

ワ 亜鉛 

カ カドミウム 

ヨ 水銀 

タ プラスチック 

五 個人情報が記録されている使用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分に当たっては、当該個

人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。 

六 再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合にあっては、委託する業務の範囲及び委託

する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬

又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。 

七 使用済小型電子機器等の再使用を行う場合にあっては、当該使用済小型電子機器等が適正に動

作することを確認すること等を行うことにより、再使用を適正に行うこと。 

八 再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。 

 

(区域の基準） 

第5条 法第十条第三項第二号の主務省令で定める基準は、同条第二項第四号に掲げる区域が、次に掲

げるいずれかの区域（第三号に掲げる区域にあっては、当該区域の人口密度が一平方キロメートル

あたり千人未満であるものに限る。）の全域から構成されていることとする。 

一 北海道、北海道及び青森県又は北海道、青森県及び秋田県若しくは岩手県 

二 沖縄県、沖縄県及び鹿児島県又は沖縄県、鹿児島県及び熊本県若しくは宮崎県 

三 三以上の隣接する都府県（沖縄県を除く。） 

 

(法第十条第三項第三号の主務省令で定める基準) 

第6条 法第十条第三項第三号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 申請者及び法第十条第二項第六号に規定する者の能力に係る基準 

イ 再資源化事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 

ロ 再資源化事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 

二 使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準 

イ 使用済小型電子機器等が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬

船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。 
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ロ 積替施設を有する場合にあっては、使用済小型電子機器等が飛散し、流出し、及び地下に浸透

し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。 

三 使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設に係る基準 

イ 第四条第四号イからタまでに掲げる資源の再資源化等その他使用済小型電子機器等の処分に

適する施設であること。 

ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。 

ハ 廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定す

る産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る同法第八条第一項又は同法第十五条第

一項の規定による許可（同法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受

けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可）を受けたものであること。 

ニ 保管施設を有する場合にあっては、搬入された使用済小型電子機器等が飛散し、流出し、及び

地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。 

ホ 携帯電話端末及びＰＨＳ端末並びにパーソナルコンピュータに記録されている個人情報の漏

えいの防止のために必要な措置を講じた施設であること。 

 

(表示等) 

第8条 認定事業者等は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行う

ときは、次に掲げる事項を当該運搬車の外から見やすいように表示するものとする。 

一 当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨 

二 認定番号 

三 当該収集又は運搬を行う者の氏名又は名称 

2 認定事業者等は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行うとき

は、当該運搬車に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理

の用に供されるものをいい、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表

示することができる場合に限る。）を備え付けるものとする。 

一 当該収集又は運搬を行う者が認定計画に記載された法第十条第二項第六号に規定する者である

旨 

二 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先 

 

(変更に係る認定の申請) 

第9条 法第十一条第一項の変更に係る認定を受けようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載し

た申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第二条各号に掲げ

る書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 

一～五 （略） 

 

(変更の認定を要しない軽微な変更) 

第10条 法第十一条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

一 法第十条第二項第六号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの 

イ 氏名又は名称の変更 
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ロ 使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範

囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの 

二 法第十条第二項第七号に掲げる施設の変更 

三 法第十条第二項第八号に規定する施設の変更（保管施設に係る変更に限る。） 

 

(軽微な変更の届出) 

第11条 法第十一条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出

書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第二条各号に掲げる書類

の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 

一～五 （略） 

 

(氏名等の変更の届出) 

第12条 法第十一条第三項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届

出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第二条各号に掲げる書

類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 

一～五 （略） 

 

（権限の委任） 

第16条 法第十六条及び第十七条第一項の規定による環境大臣の権限は、認定事業者等の事務所、工

場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣

が自らその権限を行うことを妨げない。 

2 法第十六条及び第十七条第一項の規定による経済産業大臣の権限は、認定事業者等の事務所、工場、

事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自

らその権限を行うことを妨げない。 

 

 

 

共通資料4 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針(平成25年経済産業省・環境省告

示第1号) (抄) 

一 使用済小型電子機器等の再資源化の促進の基本的方向 

 使用済小型電子機器等については、資源性を有することから、広域的かつ効率的な回収が可能に

なれば、規模の経済が働いて、採算性を確保しつつ再資源化することも可能である。そこで、本制度

は、関係者が協力して自発的に回収方法やリサイクルの実施方法を工夫しながら、それぞれの実情

に合わせた形でリサイクルを実施する促進型の制度としている。 

  物流や中間処理において規模の経済を働かせ、効率的に収集とリサイクルを実施するためには、

回収量を確保することが非常に重要である。そのためには、消費者及び事業者は適正な排出を行う

こと、市町村は分別収集を行うこと、小売業者は消費者の適正な排出に協力すること、製造業者は解

体しやすい設計を行うこと等によって再資源化に要する費用を低減するとともに再生資源を利用す

ること、国は制度の円滑な立上げと運用に向けて分別収集や再資源化の促進のために必要な資金の

確保等を行い、市町村が主体となった回収体制を構築すること、都道府県は市町村に対し必要な協
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力を行うことなど、関係者の適切な役割分担の下でそれぞれが積極的に参加することが必要である。 

 

二 使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標 

使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量は、市町村又は認定事業者等により回収され

再資源化を実施した量で計算するものとし、平成二十七年度までに、一年当たり十四万トン、一人

一年当たりに換算すると約一キログラムを目標とする。なお、この一年当たり十四万トンという

目標は、平成二十三年の一年間に使用済みとなった小型電子機器等の重量約六十五万トンを基礎

とすると、回収率が約二十パーセントとなる。 

この目標は、目標の達成状況、社会経済情勢の変化等を踏まえて適宜必要な見直しを行うもの

とする。 

 

三 使用済小型電子機器等の再資源化の促進のための措置に関する事項 

2  地方公共団体の取組 

使用済小型電子機器等の相当部分が一般廃棄物として市町村によって処理されていることか

ら、市町村が主体となった回収は使用済小型電子機器等の再資源化の前提となるものであり、で

きる限り多くの市町村の参加が必要不可欠である。市町村がまずは本制度に参加すること、地域

に根付いた回収業者の有効活用を図ることなどにより安定的かつ効率的な収集を行うこと、回収

した使用済小型電子機器等を認定事業者に引き渡すことを通じて、有害物質を適正に管理しつつ、

規模の経済を確保した効率的な再資源化が実現される。市町村は、使用済小型電子機器等の回収

が最終処分量の削減や有害物質処理費の削減等につながることも踏まえ、適切な回収の推進に努

める必要があり、これらの市町村の取組を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の

確保という本制度の目的を達成することが可能となる。 

市町村は、住民の意識向上を図るため、住民に対して回収について周知を行うとともに、住民が

簡便に使用済小型電子機器等を排出できる環境を整えるよう、回収の方法や回収拠点の設置数、

設置の場所などに配慮することが必要である。 

さらに、使用済小型電子機器等の中には、鉛などの有害物質を含有するものがあることに鑑み、

市町村は、国内外での環境汚染を防止する必要がある。特に、認定事業者以外の者に引き渡す場合

には、使用済小型電子機器等が海外に輸出され、輸出の相手国や再輸出先の第三国で不適正に処

分され環境汚染を引き起こしているとの事例も指摘されていることに十分留意し、当該引渡先が

適切か否かについて、自らの責任で確認し、処理の状況について住民への情報提供に努めること

が求められる。 

都道府県は、管内の市町村に参加や連携を呼びかけたり、市町村において取り組みやすい回収

方法を助言したりするなど、市町村の回収に協力することが期待される。 

また、認定事業者及び認定事業者から委託を受けた者は、廃棄物処理業者とみなされ、廃棄物処

理法の規制が適用されることから、使用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分に当たっては、認

定を受けた再資源化事業計画を逸脱した収集、運搬などの違法、脱法行為が行われることがない

よう、廃棄物処理法に基づき、廃棄物処理業者の指導監督権限を有する地方公共団体は、これらの

者に対して改善命令等の適切な指導監督を行うものとする。 

 

6 国の取組 
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国は、制度の円滑な立上げと運用に向けて市町村に対する財政等の支援を実施したり回収方法

や認定事業者との契約に関するガイドラインを定めること、都道府県と連携して説明会を開催す

るなど市町村に対して積極的に本制度への参加の呼びかけを行うこと、市町村参加状況に関する

要因分析を行い必要な対策を講じること等を通じて、できる限り多くの市町村の参加を促進する

よう最大限努める必要がある。また、小売業者に対しても、協力を呼びかける必要がある。 

また、国は、適正な分別排出の促進のため、本制度に参加する市町村や小売業者を周知し、国民

に使用済小型電子機器等の再資源化の重要性について普及啓発を行うとともに、処分方法がわか

らないために、又は特別な理由なく使用せずに家庭に保管している使用済小型電子機器等につい

ても、適正な形で分別して排出するよう、国民に呼びかける必要がある。携帯電話端末などの重要

な個人情報を多く含む機器については、個人情報漏えいに対する不安から、使用済みとなった後

も家庭内に保管されている場合も多く、国が市町村や認定事業者に対し適切な個人情報保護対策

を求めることで、これらの機器についても国民が安心して排出できるようにすることも重要であ

る。 

さらに、国は、使用済小型電子機器等の再資源化の実施の状況について情報を収集・整理し、国

民に対して分かりやすく情報提供していくとともに、使用済小型電子機器等からの資源の回収な

ど再資源化に関する技術開発及び実用化に向けた取組を支援していく。 

また、国は市町村等と協力し、違法な不用品回収業者に対し、取締りの強化等継続的な対策を実

施するとともに、海外における不適正な処理を防止するため、廃棄物処理法及び特定有害廃棄物

等の輸出入等の規制に関する法律（平成四年法律第百八号）の更なる適正な施行、運用等を実施す

る。 

 

六 個人情報の保護その他の使用済小型電子機器等の再資源化の促進に際し配慮すべき重要事項  

  1 個人情報の保護に関する事項 

使用済小型電子機器等の中には、個人情報が記録されているものもあるため、個人情報の保護

に配慮する必要がある。特に、他の品目に比べて多量かつ重要な個人情報を含む可能性が高いパ

ーソナルコンピュータや携帯電話端末・ＰＨＳ端末については、十分な配慮が必要となる。そこ

で、パーソナルコンピュータや携帯電話端末・ＰＨＳ端末については、消費者及び事業者が排出す

る段階で、自ら個人情報の削除に努めるとともに、回収や再資源化の段階で個人情報の漏えいの

防止の措置を講ずる必要がある。 

具体的には、まず、市町村や小売業者が、消費者に対して個人情報を削除した上で排出するよう

周知し、ボックス回収を行う場合は鍵付きのものを使用する、ステーション回収を行う場合は監

視員が立ち会うなどの盗難防止対策や、個人情報保護に係る管理体制（責任の明確化、職員研修、

委託先を含めた管理の実施等）の整備など、十分な個人情報保護対策を実施した上で回収を行う

ものとする。また、認定事業者及び認定事業者から委託を受けた者は、収集、運搬及び再資源化に

際して、適切な個人情報保護対策を講ずることが必要である。 

なお、パーソナルコンピュータについては資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法

律第四十八号）に基づく自主回収が、携帯電話端末・ＰＨＳ端末については携帯電話事業者等によ

る自主回収が行われていることから、これらの取組も併せて消費者に周知することで、個人情報

が記録されている使用済小型電子機器等の回収を一層促進することも可能である。 
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（注） 「二 使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標」について、「平成二十七

年度までに、一年当たり十四万トン、一人一年当たりに換算すると約一キログラムを目標とする。」

とされているが、当該基本方針は平成29年経済産業省・環境省告示第6号おいて改正され、「平成三

十年までに、一年当たり十四万トン、一人一年当たりに換算すると約一キログラムを目標とする。」

とされた。 

 

 

共通資料5 「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン(Ver.1.1)」（平成26年2月環境省・経済産

業省）（抄） 

1 本ガイドラインについて  

1.1 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の概要 

1.2 本法における市町村及び小売業者の役割 

1.3 使用済小型電子機器等の回収による便益 

1.4 本ガイドラインの位置付け 

2 制度対象品目・特定対象品目について 

2.1 制度対象品目 

2.2 特定対象品目 

2.3 使用を終了していない小型電子機器等の扱いについて 

3 市町村内での効率的な回収方式について 

3.1 市町村による回収方式の種類 

3.1.1 ボックス回収 

   （略） 

3.1.2 ステーション回収 

   （略） 

3.1.3 ピックアップ回収 

   ピックアップ回収とは、市町村が従来の分別区分にそってステーション(ごみ排出場所)ごと

に一般廃棄物を回収し、回収した一般廃棄物から、「不燃ごみ」や「粗大ごみ」として排出さ

れた使用済小型電子機器等を選別する方式です。 

   （略） 

3.1.4 集団回収・市民参加型回収 

   （略） 

3.1.5 イベント回収 

   （略） 

3.1.6 清掃工場等への持込み 

   清掃工場等への持込みとは、消費者が使用済小型電子機器等を清掃工場や資源化センター等

へ持参する方式です。 

   （略） 

3.1.7 戸別訪問回収 

   （略） 

3.1.8 回収方式の特徴 
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      （略） 

3.2 小売業者による回収方式の種類 

3.2.1 店頭回収 

3.2.2 帰り便回収 

3.3 適正な回収を促すための広報 

4 市町村内での回収における個人情報保護対策について 

市町村や小売業者が使用済小型電子機器等を回収する際、個人情報が記録されている機器等が回収対

象に含まれている可能性もあるため、個人情報の保護対策に配慮する必要があります。個人情報保護対

策に配慮が必要と考えられる使用済小型電子機器等を回収する場合、本章に記載されている事例等を参

考に、適切な対策を実施するよう心がけて下さい。  

 

なお、使用済小型電子機器等に含まれる情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以

下「行政機関個人情報保護法」という。）上の「保有個人情報」にはあたりませんが、同法上の「個人情

報」に該当するものが含まれる可能性があります。行政機関個人情報保護法では、保護される対象であ

る「個人情報」の定義が個人情報の保護に関する法律のそれと同様となっており、取扱いについて適切

な取扱いが義務付けられています。  

 

全国の市町村が制定している個人情報保護条例は、行政機関個人情報保護法と同様あるいは類似の規

定を定めていることから、市町村は、使用済小型電子機器等に含まれる個人情報について、各市町村の

条例の定めに従って、適切な対策を取ることが求められていると考えられます。 

 

U使用済小型電子機器等を回収するにあたり、市町村がとるべき対策としては、消費者に対して個人情

報のデータを消去した上で排出することを周知徹底し、個人情報を含まない状態にした使用済小型電子

機器等を回収することが最も良いと言えるでしょう。しかしながら、個人情報が含まれた状態で排出さ

れる使用済小型電子機器等も回収することが考えられるため、回収時及び保管時にも十分な対策をとる

ことが必要です。  

 

4.1 個人情報保護対策に配慮が必要と考えられる使用済小型電子機器等 

個人情報保護対策に配慮が必要と考えられる使用済小型電子機器等の例として、以下に示すような品

目が挙げられます。特に、他の品目に比べて多量かつ重要な個人情報を含む可能性が高く、データの復

元ソフト等が存在するためにデータの完全な消去が容易ではない携帯電話端末・PHS端末、パーソナル

コンピュータ（タブレット型情報通信端末を含む。下記分類①）について、次ページ以降の個人情報対

策を行うことができる市町村に限り、これらを回収するものとします。  

また、これ以外の個人情報を含む使用済小型電子機器等（下記分類②）を回収する場合にも、消費者

に対して個人情報を消去したうえで排出するよう、普及啓発・周知を行うとともに、相応の個人情報保

護対策を図ることが必要です。  

 

＜個人情報保護対策に配慮が必要と考えられる小型電子機器等の例＞  

分類①  

・ 携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータ※ 
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・ ※ これらには、タブレット型情報通信端末を含みます 

 

分類② 

・ USB メモリ 

・ ビデオカメラ 

・ HDD レコーダ 

・ デジタルオーディオプレーヤー 

・ IC レコーダー 

・ デジタルカメラ 

・ ゲーム機 

・ カーナビ 

等 

 

4.2 個人情報漏洩リスクと個人情報保護対策のイメージ 

 使用済小型電子機器等の回収段階において想定される個人情報漏洩リスクに対して、対象機器の排出

者及び回収、処理に携わる全ての者は個人情報保護対策を講じる必要があります。排出から処理までの

工程のうち、本ガイドラインの対象としている回収段階において市町村及び小売業者が個人情報保護対

策を講じるべき範囲は図4-1 に示す通りであり、また、その範囲内で懸念される個人情報漏洩リスクや、

各者に求められる個人情報保護対策は、表4-1 に示す通りです。 

図4-1 （略） 

 

U表4-1 市町村及び小売業者が使用済小型電子機器等の回収段階において個人情報保護対策を講じる

べき範囲における個人情報の漏洩リスクと保護対策 

者及び回収方式 
個人情報漏洩 

リスク 

個人情報保護対策 

排出・回収時 保管時 

排出者 － 

・個人情報等のデータを消去して

から排出することを排出者に呼

びかける 

－ 

市町村・ 

小売業者 

ボックス回収 

・盗難 

 

・盗難防止対策 

例) ボックスの施錠 

・データ消去を呼びかける掲示 

・盗難防止対策 

例) 施錠でき

る場所での

保管 

ステーション 

回収 

・盗難 

 

・盗難防止対策 

例) コンテナの施錠又はステー

ションへの人の立ち会い 

・盗難防止対策 

例) 施錠でき

る場所での

保管 

ピックアップ 

回収 

・盗難 

 

・盗難防止対策 

例）ピックアップの対象となる

回収区分の組成によって使用

済小型電子機器等が大半を占

・盗難防止対策 

例) 施錠でき

る場所での

保管 
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める場合には、コンテナの施

錠又はステーションへの人の

立ち会い 

対面回収 

(店頭回収、 

帰り便回収等) 

 

・盗難 ・対面回収時の対策 

例) データ消去確認、データ消

去、物理破壊※ 

・盗難防止対策 

例) 施錠でき

る場所での

保管 

※ データ消去や物理破壊は機器の種類や者（市町村・小売業者）の能力に応じて行うこととする。 

 

U個人情報を含む使用済小型電子機器等の排出に際しては、消費者自身であらかじめ機器内外の個人情

報を削除してから排出することが望ましいため、国、都道府県、市町村は消費者に対して普及啓発を行

い、周知徹底を図ることが基本Uとなります。また、使用済小型電子機等の回収を行う市町村及び小売業

者は、個人情報消去にあたって高度な操作を要する機器や、消去作業を行うことが困難である消費者(高

齢者等)について十分に考慮が必要です。例えば、データの消去方法や消去可能な場所に関する情報を

提供すること等が必要となります。 

このような普及啓発等を行った場合でも、なお、個人情報を含有したまま使用済小型電子機器等が排

出される場合もあることから、回収・処理に携わる市町村や事業者はこれを適切に取り扱わなければな

りません。具体的には、盗難対策に加えて、個人情報保護に係る管理体制（責任の明確化、職員研修、

委託先の監督、等）の整備が必要となります。また、消費者自身による個人情報の消去に加えて、これ

らの個人情報保護対策を実施していることをアピールすることにより、消費者の排出に対する安心感が

増し、より排出が促進されるものと考えられます。 

これらの対策を施した上で、市町村は、携帯電話端末・PHS 端末、パーソナルコンピュータを回収す

るものとします。使用済小型電子機器等の回収・処理に携わる市町村や事業者は、地域の状況や対象機

器、回収方式等に応じて適切な対策を実施して下さい。なお、個人情報を含む機器に係る他の回収ルー

ト（自主的な携帯電話端末・PHS 端末回収ネットワーク（モバイル・リサイクル・ネットワーク）、資源

の有効な利用の促進に関する法律に基づくパーソナルコンピュータリサイクル等）に関する情報も併せ

て消費者に提供することで、より多くの使用済小型電子機器等の回収・再資源化が促進されるものと考

えられます。 

 

小売業者は、対面で消費者から使用済小型電子機器等を回収する場合には、市町村と同様に、回収時

のデータ消去確認、データ消去、物理破壊等や、施錠できる場所での保管等、適切な対策を実施して下

さい。また、ボックス回収等、対面以外の回収によって使用済小型電子機器等を回収する場合にも、ボ

ックスに施錠をする等の盗難対策を十分に施して下さい。 

 

4.3 個人情報保護対策の事例 

4.3.1 対面での回収 

4.3.2 ボックス仕様の工夫 

4.3.3 ステーションへの指導員の立ち会い 

4.4 既存リサイクルルートにおける個人情報保護対策 

(参考1) 法律施行令に示す品目の分類と「商品分類表（製造業）」の関係 
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(参考2) 使用済小型電子機器等の回収による便益 

(参考3) 市町村による取組事例 

(参考4) モデル事業実施地域における使用済小型家電の回収結果 

(注) 下線は当省が付した。 

 

 

共通資料6 「市町村－認定事業者の契約に係るガイドライン(Ver.1.1)」（平成26年4月環境省・経済産業

省）（抄） 

1 本ガイドラインについて 

1.1 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の概要 

1.2 本法における市町村及び認定事業者の役割 

1.3 本ガイドラインの位置付け 

2 認定事業者との契約の準備 

2.1 認定事業者との契約の形態 

2.2 認定事業者の選定方法 

2.3 使用済小型電子機器等の引取りに応ずる義務 

3 市町村と認定事業者の契約に記載する事項 

3.1 収集対象の品目 

   （略） 

上記を踏まえ、契約書では、収集対象の品目について、以下のように記載することができるでしょう。 

・ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の対象となる品目として政令で指定された

全ての品目 

・ 法律の対象となる品目のうち、特定対象品目 

・ 法律の対象となる品目のうち、市町村が分別収集を実施する指定品目 

 

なお、U使用済小型電子機器等と金属くずが一体となった回収を市町村が行う場合において、当該金属

くずが廃棄物に該当せず、認定事業者においても使用済小型電子機器等と金属くずを一体として引き受

ける体制が整っているのであれば、市町村と認定事業者の契約において金属くずを含めた形での契約を

結ぶことも考えられます。 

一方で、金属くずが廃棄物である場合や、金属くず以外の不燃廃棄物については、市町村の処理責任

は解除されないことから、別途廃棄物処理法の規定に基づき処理を委託する必要があり、本法に基づく

引渡し契約と一体で契約を行うことはできませんので、ご注意ください。 

 

3.2 引渡しの場所 

3.3 引渡しの方法 

3.4 引渡しに係る費用 

3.5 引渡しの頻度 

3.6 引渡しの価格 

3.7 契約の期間 

3.8 市町村による認定事業者への引渡しに係る基本的な条件の整理 
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3.9 引渡し後の取り扱い方法 

3.10 市町村が再資源化の状況を確認する規定 

 3.1から3.9では、市町村と認定事業者の契約書において記載すべき、引渡しに係る基本的な条件を

整理しましたが、市町村と認定事業者の契約では、市町村が再資源化の状況を確認する規定を設ける

ことが考えられます。 

 

本制度に参加する市町村は、市民の協力を得て、使用済小型電子機器等の再資源化に協力しており、

市民への説明や廃棄物処理法の遵守の観点等から、再資源化の状況を把握すべきと考えられます。 

 

そのため、認定事業者が自ら再資源化を実施する場合には市町村と認定事業者の契約において、市

町村が現場視察等により再資源化の状況を確認できるような規定を設けることが考えられます。また、

認定事業者が委託により再資源化を実施する場合には、認定事業者と実際の処理業者との間の委託契

約、認定事業者と市町村との契約等において、同様の規定を設けることになると考えられます。 

 

また、処理実績を把握するための規定も契約書の中に含めることが考えられます。 

 

U認定事業者ごとに、1年間のトータルの処理実績を国へ報告することとなるため、そのような数値に

ついては認定事業者が把握しており、契約に基づき市町村にも報告することが考えられます。市町村

はそのデータを基に、当該市町村からの引渡し量等を用いて換算することで、当該市町村による使用

済小型電子機器等の分別収集により再資源化された有用金属の量を算定することができます。 

一方、市町村が、更に詳細な実績把握のため、認定事業者に対して当該市町村の引渡し分に限った

分析結果の提示を求める場合には、分析に必要な費用の負担について契約条件の中で検討する必要が

あります。 

上記を踏まえ、契約書では、「契約年度における総処理実績について、契約にて指定する日までに市

町村に報告すること」などと記載することができるでしょう。 

 

4 その他 

4.1 認定事業者による市町村の収集費用の補填等の措置 

別添 認定事業者以外の再資源化事業者への引渡しについて 

 

本ガイドラインは、市町村が認定事業者に使用済小型電子機器等を引き渡す際に、市町村と認定事業

者が締結する契約について説明するものですが、本法第五条により、U認定事業者以外に、使用済小型電

子機器等の再資源化を適正に実施し得る者にも引き渡すことができます。その他の使用済小型電子機器

等の再資源化を適正に実施し得る者とは、認定事業者と同様に適正な再資源化を実施することができる

者です。Uここでは、認定事業者以外の再資源化事業者への引渡しについて、当該事業者の適正性を判断

するための確認項目を記載しています。 

 

使用済小型電子機器等の引渡し先として認定事業者を選択するか、認定事業者以外の再資源化事業

者を選択するかは、市町村の判断によるものです。しかしながら、U認定事業者以外の再資源化事業者

に引き渡す場合には、U一般廃棄物処理基準（ 廃棄物処理法施行令第三条第一項第二号ニ） で「再生
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するために分別し収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること」と定められていることや、 

市民への説明責任を果たす必要があること等から、U当該再資源化事業者が、引渡し先として適切であ

るのかを確認する必要があります。 

 

確認をする際には、下表を参考に、法令が定める基準等に適合しているか否かを判断する方法が考

えられます。本ガイドラインの「3.1.9 市町村が再資源化の状況を確認する規定」を参考に、契約書

に確認規定を盛り込むことが考えられます。 

 

表 認定事業者以外の再資源化事業者の適正性の確認項目 

確認項目 内容 

事業の内容 

（法第十条第三

項第一号） 

＜確認内容＞ 

U施行規則第四条で定める再資源化事業の内容の基準に適合しているかを確認Uす

る。 

＜確認方法＞ 

必要な書類の提出を求め、確認する。実際に現場に立ち入り調査を行うことが

望ましい。U詳細は別紙参照。 

者／施設の能力 

（法第十条第三

項第三号） 

＜確認内容＞ 

施行規則第六条で定める者の能力、施設の能力に適合しているかを確認する。 

＜確認方法＞ 

必要な書類の提出を求め、確認する。実際に現場に立ち入り調査を行うことが

望ましい。 

欠格要件 

（法第十条第三

項第四号） 

＜確認内容＞ 

法第十条第三項第四号に規定する欠格要件に該当する者でないかを確認する。 

＜確認方法＞ 

必要な書類の提出を求め、確認する。 

廃棄物処理法の

遵守 

＜確認内容＞ 

廃棄物である使用済小型電子機器等を処理委託する場合は、廃棄物処理法の各

規定に適合していることを確認する。 

＜例＞ 

○一般廃棄物処理施設の施設設置許可を持っているかを確認する（ 若しく

は、許可不要施設であるか否かを確認する）。 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第四条の委託基準にも適合して

いるか確認する。 

＜確認方法＞ 

必要な書類の提出を求め、確認する。 

 

なお、認定事業者以外の再資源化事業者に引き渡す場合、市町村と当該再資源化事業者の間では、

資源物としての売却契約、あるいは、廃棄物としての処理委託契約のいずれかの契約を締結すること

になります。また、廃棄物として処理委託をする場合は、廃棄物処理法施行令第四条第九号イが規定

する一般廃棄物の処分を受け入れる市町村への通知等も必要になります。 
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別紙 

認定事業者以外の再資源化事業者の適正性の確認について 

 

 

U市町村が認定事業者以外の適切な再資源化事業者に使用済小型電子機器等を引き渡す際には、再資源

化事業者が小型家電リサイクル法施行規則第4条に定める要件を同等に満たしていることを確認して下

さい。U確認には、施行規則第4条の要件を同等に満たしていることを示す書類等を事業者に提出させる

こと等が考えられます（例えば、契約書に別添の参考様式1～3を添付させることが考えられます）。 

なお、以下に記す事項を判断するに当たり、一般廃棄物と判断された使用済小型電子機器等を市町村

がその他使用済小型電子機器等の再資源化を適正に実施し得る者に処理委託する場合は、廃棄物処理法

施行令第4条の委託基準を遵守する必要があり、使用済小型電子機器等の再資源化を適正に実施し得る

者が再委託を行うことができない点について留意してください。 

○ 小型家電リサイクル法施行規則第4条第1号、第4号、第6号については、U市町村が回収した使用済小

型電子機器等の処理について、再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合にあってはその

委託先が明確であり、使用済小型電子機器等の中間処理工程で少なくとも「鉄、アルミ、非鉄金属

類、プラスチック、その他」に高度に分別されていること（なお、分別された中間処理後物のう

ち、鉄、アルミ、非鉄金属類においては製錬事業者等で適正に再資源化され、プラスチックにおい

ては適正にマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルまたは熱回収がなされ、その他においては

適正に熱回収または最終処分がされることが必要です）。 

○ 同条第2号については、U密閉型蓄電池等の処理先が適正Uであること。 

○ 同条第3号については、Uフロン類の破壊の回収及び破壊を行う者が適正Uであること。 

○ 同条第4号については、市町村から回収した使用済小型電子機器等に含まれるU個人情報が記録され

ている機器等について、監視カメラや鍵付保管箱等で適切な個人情報漏えい防止対策がなされてい

るUこと。 

○ 同条第7号については、U再使用を行う場合に対し、事業者が通電検査の実施による動作確認や、大

きな破損や傷、汚れが無いか等について確認Uすること。（なお、古物営業法等その他の法令の規制

対象となる場合は、当該法令を遵守することが必要です）。 

○ 同条第8号については、再資源化事業の実施状況について、市町村への報告が可能となるよう、産

業廃棄物管理票制度に準じた方法の採用等により、使用済小型電子機器等の流れを申請者が統括し

て把握出来るようにする等の対応が考えられる。U市町村が使用済小型電子機器等の再資源化事業の

実施状況について、事業者から数量等について事業終了報告を受ける等により把握できるUこと。 
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参考様式1 

使用済小型家電の処分方法（例） 
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参考様式2 

 

個人情報の漏えい防止のために講ずる措置【記載例】 
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参考様式3 

 

使用済小型電子機器等の再使用を行う場合の方法【記載例】 

 

(注) 下線は当省が付した。 
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共通資料7 「使用済小型化電子機器等の再資源化の促進に関する法律に係る再資源化事業計画の認定申

請の手引き（Ver1.3）」（平成29年4月環境省・経済産業省）（抄） 

1. はじめに 

 1.1 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の概要 

 1.2 本手引きの位置付け 

2.  再資源化事業計画の認定の申請 

 2.1 認定の申請の流れ 

 2.2 認定の基準 

主務大臣は、申請された再資源化事業計画が、以下の(1)～(5)の全ての基準に適合すると認める

ときに、その認定をすることになります。 

  (1) 再資源化事業の内容の基準 

【参照条文】法第10条第3項第1号 

  再資源化事業の内容が、基本方針に照らし適切なものであり、かつ、廃棄物の適正な処

理及び資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するもの

であること。 

 

【参照条文】施行規則第4条 

  法第10条第3項第1号の主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

1 使用済み小型電子機器等の引取りから処分が終了するまでの一連の行程が明らかで

あること。 

 

   【補足説明】 

   ○ 1におけるU「一連の行程が明らかである」とは、収集運搬を行う者、破砕、選別等の処理を行

う者、処理後の残渣の引渡し先、得られた資源の売却先等、一連のフローに関係する者とその

実施内容が明確であることです。 

 

 2.3 認定の申請 

    ⑶ 申請書等の記載内容及び注意事項等 

申請書等の記載内容を以下に示します。以下に示す注意事項に留意の上、申請書等の各欄に記

載してください。 

   【申請書（再資源化事業計画）】 

   ⑤ 再資源化事業 

再資源化事業の内容については、別紙1「一連の行程図」、別紙2「直接回収の方法」、別紙3「使

用済小型電子機器等の管理方法」、別紙4「使用済小型電子機器等の処分方法」、別紙5「個人情

報漏えいの防止のために講ずる措置」、別紙6「使用済小型電子機器等の再使用を行う場合の方

法」を作成します。なお、消費者からの直接回収を行わない申請者にあっては、別紙2の作成は

不要です。また、使用済小型電子機器等の再使用を行わない場合は、別紙6の作成は不要です。 

 

    ・別紙4「使用済小型電子機器等の処分方法」 

     U別紙4では、使用済小型電子機器等に含まれる各素材について、どのように分離し、誰に売却
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を行うのかを記載してくださいU。 

     作成に当たっては、小型充電式蓄電池（ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電

池、小型シール鉛蓄電池）、蛍光灯、ガスボンベ及びトナーカートリッジ（以下「電池等」とい

う。）、フロン類並びに残渣の処理委託先についても記載し、当該処理委託先について、処理方

法の概要がわかるパンフレット等を添付してください。フロン類が使用されている代表的な品

目としては、除湿器があります。 

     なお、電池等や残渣の処理を委託するにあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行令第6条の2の委託基準に従い委託契約を結んで処理を委託する必要があり、認定事業者の事

業活動に伴い生ずる廃棄物として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の規定に基

づき、産業廃棄物管理票を交付し、又は同法第12条の5の規定に基づき電子マニュフェストを利

用する必要があります。 

     また、作成に当たっては、得られた資源の売却先についても記載します。売却先が海外の場

合には、当該売却先について、我が国において環境の保全上の観点から求められる水準を満た

しているかの確認を行いますので、その確認に必要な資料の提出が必要となります。具体的な

資料は、個別の案件によって異なりますので、事前にご相談ください。 

     再資源化事業計画において、複数の処分施設を使用する場合、処分施設毎に別紙4を作成・提

出してください。 

 

 2.4 その他（認定証、事務代行、登免税） 

3. 再資源化事業計画の変更の認定の申請 

 3.1 変更の認定に係る該当事案 

 3.2 変更の認定の申請 

  3.3 その他（認定証、事務代行、登免税） 

4. 再資源化事業計画の軽微な変更の届出等 

 4.1 軽微な変更の届出に係る該当事案 

 4.2 軽微な変更の届出 

 4.3 氏名等の変更の届出 

5. 再資源化事業計画の認定の取り消し 

 5.1 認定の取り消し 

 5.2 その他 

6. 再資源化事業の廃止の届出 

7. 報告書の提出 

 7.1 報告書の内容 

 7.2 その他 

8. 認定後に適用を受ける規定 

 8.1 表示 

認定事業者及び法第10条第2項第6号に規定する者は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小

型電子機器等の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車の外から見やすいよう

に表示するものとします。（施行規則第8条第1項） 

なお、表示方法は任意ですが、運搬車の外から見やすいように表示してください。（本制度にお
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ける表示義務については、文字の大きさに指定はありません。2） 

1 当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨 

2 認定番号 

3 当該収集又は運搬を行う者の氏名又は名称 

 

なお、認定事業者は、次に掲げる小型家電認定事業者マークを使用することができます。当該マ

ークを使用することで、施行規則第8条第1項第1号及び第2号を満たすことができます。詳細はマ

ークの使用規定及び利用マニュアルをご確認ください。 

_____________________________ 

2 認定事業者及び委託先については、施行規則第8条第1項の規定により、車両表示を行うこととされていますが、産業廃棄物

である小型家電を運搬する場合には、別途、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物処理基準として、車両表示の義務がかかり

ます。具体的には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」

という。）第7条の2の2の規定に基づき、車両表示を行う必要がありますが、同条第1号における「産業廃棄物の収集又は運搬

の用に供する運搬車である旨」の表示については、施行規則第8条第1号における「当該認定に係る使用済小型電子機器等の

収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」の表示があれば足りることとされています。その他文字の大きさ等については、

同条の規定を遵守してください。小型家電認定事業者マークを活用して車両表示を行う場合には、「小型家電」については140

ポイント以上、「大臣認定第○○○○号」については90ポイント以上となるように表示してください。 

 

8.2 備え付け 

認定事業者及び法第10条第2項第6号に規定する者は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小

型電子機器等の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車に次に掲げる事項を記載した書面又は電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、当該電磁的記録を必要

に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。）を備え付ける

ものとします。（施行規則第8条第2項） 

1 当該収集又は運搬を行う者が認定計画に記載された法第10条第2項第6号に規定する者である

旨 

2 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先 

 

「当該収集又は運搬を行う者が認定計画に記載された法第10条第2項第6号に規定する者である

旨」とは、認定証の鑑及び自らが当該認定計画に記載された法第10条第2項第6号に規定する者で

ある旨を示すことができる認定証の別紙の該当部分のことを指します。これらの写しを書面で携

帯するか、PDFにして携帯電話に保存すること等により、求められた場合には表示できるようにし

ておく必要があります。 

 

 8.3 引き取り義務 

 8.4 報告徴収、立入検査について 

 8.5 廃棄物処理法について 

9. その他 

 9.1 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例 
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 9.2 財政投融資 

 9.3 その他 

 

(注) 下線は当省が付した。 

 

 

共通資料8 市区町村における使用済小型電子機器等のリサイクルへの取組状況に関する実態調査の実

施について（依頼）（平成28年4月21日付け環廃企発第1604211号市区町村・リサイクル行政主管

（局）部長宛て環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室長通知） 

環廃企発第1604211号 

平 成 2 8年 4月 2 1日 

市区町村・リサイクル行政主管（局）部長 殿 

 

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 

企画課リサイクル推進室長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

市区町村における使用済小型電子機器等のリサイクルへの取組状況に 

関する実態調査の実施について（依頼） 

 

 日頃から廃棄物・リサイクル行政の推進に御理解と御協力をいただき御礼申し上げます。 

 さて、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の平成25年4月1日からの施行を受け、

U市区町村の使用済小型電子機器等のリサイクルへの取組状況や課題等を把握するため、U平成26年度か

ら、U各市区町村に対し下記のとおり実態調査を行っております。 

 貴市区町村におかれては、お忙しいところ恐縮ですが、調査票、調査回答票及び費用便益ツール（※

活用及び回答は任意）に回答を記載いただき、下記提出先まで送付いただけますよう、よろしくお願い

いたします。 

 なお、本調査は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項に基づき実施しております。 

 

記 

 

1. 照会書類 ・01_市区町村における使用済小型家電リサイクルへの取組状況に関する実態調査票.pdf 

           ・02_市区町村における使用済小型家電リサイクルへの取組状況に関する実態調査回答

票.xlsx 

       ・03_市区町村における使用済小型家電リサイクルの費用便益ツール（参考資料：活用に

ついては任意）.xlsx 

        ※費用便益ツールは、市区町村における費用便益を行うために環境省が作成したもの

であり、活用するかどうか、また、活用した場合であってもその結果を環境省に回答

するかは任意です。 
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2. 提出方法 電子メールにて下記提出先メールアドレスに回答票（U02_エクセルファイルのみ U）を提出

願います。 

 

3. 提出期限 U平成 28年 6月 10日（金）必着 

 

 （略） 

 

6. その他 

・U報告いただいた情報は、個別の市区町村等の情報について承認なく公表することはありません

が、集計したデータを環境省のホームーページにて公表 Uいたします。 

 

 （略） 

 

(注)1 環境省の資料による。 

  2 下線は当省が付した。 
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項目資料1-① 小型家電リサイクル法制定の背景 

(注) 環境省の資料による。 

項目資料1-② 回収ガイドラインの概要 

(注) 環境省の資料による。 
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項目資料1-③ 契約ガイドラインの概要 

(注) 環境省の資料による。 

項目資料1-④ 制度対象品目・特定対象品目について 

(注) 環境省の資料による。 



項目資料1-⑤ 認定事業者等に係る廃棄物処理法の特例について 

(注) 環境省の資料による。 

項目資料1-⑥ 認定事業者等に係る廃棄物処理の許可に関する規定 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

（一般廃棄物処理業）

第7条 U一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者はU、当該業を行おうとする区域（運搬

のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。）を管轄する市町村

長の U許可を受けなければならない U。ただし、事業者（自らその一般廃棄物を運搬する場合に限

る。）、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省

令で定める者については、この限りでない。 

2～5 （略） 

6 U一般廃棄物の処分を業として行おうとする者はU、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村

長の U許可を受けなければならない U。ただし、事業者（自らその一般廃棄物を処分する場合に限

る。）、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定め

る者については、この限りでない。 

7～16 （略） 

（産業廃棄物処理業） 

第14条 U産業廃棄物U（特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五

条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。）Uの収集又は運

搬を業として行おうとする者はU、当該業を行おうとする区域（運搬のみを業として行う場合にあ

っては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。）を管轄するU都道府県知事の許可を受けなければ
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ならないU。ただし、事業者（自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。）、専ら再生利用の目的

となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、

この限りでない。 

2～5 （略） 

6  U産業廃棄物の処分を業として行おうとする者はU、当該業を行おうとする区域を管轄するU都道府

県知事の許可を受けなければならないU。ただし、事業者（自らその産業廃棄物を処分する場合に

限る。）、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定

める者については、この限りでない。 

7～17 （略） 

(注) 下線は当省が付した。 

項目資料1-⑦ 回収量目標の考え方 

(注) 審議会資料による。 

項目資料1-⑧ 基本方針において規定されている使用済小型家電の回収量目標の変更について 

１．趣旨 

我が国において、多くの使用済小型電子機器等（以下、「小型家電」という。）が一般廃棄物と

して市町村により処分され、金や銅などの有用金属の大部分が埋立て処分されていた状況に鑑み、

その再資源化等を拡大することにより、資源・環境制約の克服に寄与することを目的に、「使用済

小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（以下、「法」という。）が、平成24年8月に公布、

平成25年4月に施行された。法第3条第1項に基づく使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関す
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る基本方針（平成二十五年経済産業大臣・環境大臣告示第一号、以下「基本方針」）では、「使用

済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標」として「平成二十七年度までに、一

年当たり十四万トン、一人一年当たりに換算すると約一キログラム」が掲げられている。 

この度、U基本方針に定める目標の評価年度である平成27年度の回収量実績がとりまとまったが、

1年当たり約7万トンとなっており、回収量目標には到達しなかったところ。平成28年12月の産業

構造審議会・中央環境審議会の合同会合において「平成二十七年度まで」とされている目標年度

を法施行から5年後に当たる「平成三十年度まで」に変更するとの方針が確認されたことを踏ま

え、法第3条第1項の規定に基づき、基本方針を変更Uすることとする。 

２．変更の概要 

U基本方針で定める「使用済小型電子機器等の再資源化を実施すべき量に関する目標」について、

「平成二十七年度までに、一年当たり十四万トン」とあるところを「平成三十年度までに、一年 

U当たり十四万トン」と変更Uする。 

(注)1 環境省の資料による。 

2 下線は当省が付した。 

項目資料1-⑨ 小型電子機器等リサイクルシステムの構築実証事業の概要 

(注) 環境省の資料による。 
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項目資料 1-⑩ 平成 28年度市町村実態調査の調査項目等 

調 査 項 目 主 な 設 問 

1.使用済小型家電リサイク

ルへの取組状況

・使用済小型家電リサイクルへの取組状況（実施中、実施しない等） 

・実施しない理由

2.使用済小型家電の回収状

況

・参加市町村における回収方法ごとの開始年月、回収品目、回収量等 

3.使用済小型家電の引渡し

の状況

・参加市町村の使用済小型家電の回収・引渡しにおける近隣の自治

体との連携状況や検討状況

・参加市町村における使用済小型家電の引渡しにおける契約内容等

4.使用済小型家電リサイク

ルの効果等

・参加市町村における使用済小型家電の回収に係る費用便益

・参加市町村における使用済小型家電の回収への取組の変更状況

・参加市町村における使用済小型家電の回収への取組における環境

省からの説明や資料の有用性

5.使用済小型家電リサイク

ルの課題等

・参加市町村又は参加予定市町村における使用済小型家電の回収に

取り組むこととなった背景

・使用済小型家電リサイクル制度の安定的運用への意見等

(注) 市町村実態調査の資料を基に当省が作成した。 

項目資料1-⑪ 市町村向け説明会の説明資料の項目 

○ 小型家電リサイクルの市町村向け説明会（平成25年度）（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対

策部企画課リサイクル推進室）（抄） 

1 法律の概要・内容 

2 回収ガイドラインについて 

3 契約ガイドラインについて 

4 国の事業紹介 

○ 小型家電リサイクルの市町村向け説明会（平成26年度）（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対

策部企画課リサイクル推進室）（抄） 

1.小型家電リサイクル法に関する消費者意識調査の概要について

2.小型家電リサイクル法の概要について

3.国の支援施策

小型家電リサイクルシステム構築実証事業等

4.小型家電リサイクル法に関する自治体アンケート調査

5.自治体における小型家電リサイクルの取組例

(注) 環境省の資料による。 
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項目資料1-⑫ 市町村の小型家電リサイクルの取組に関する意見交換会の議題及び配布資料 

○ 平成27年度 市町村の小型家電リサイクルの取組に関する意見交換会 議事次第（抄）

（略） 

議題 

⑴ 小型家電リサイクルに関する取組について

⑵ 各自治体における小型家電リサイクルの取組について

⑶ 意見交換

配付資料 

資料１ 市町村の小型家電リサイクル取組に関する意見交換会発表者名簿 

資料２ 市町村の小型家電リサイクル取組に関する意見交換会 

資料３ 各自治体における小型家電リサイクルの取組について 説明資料 

資料３－① 北海道  札幌市 

資料３－② 福島県  伊達市 

資料３－③ 茨城県  日立市 

資料３－④ 神奈川県  相模原市 

資料３－⑤ 富山県  立山町 

資料３－⑥ 愛知県  名古屋市 

資料３－⑦ 京都府  京都市 

資料３－⑧ 大阪府  守口市 

資料３－⑨ 岡山県  岡山市 

資料３－⑩ 鹿児島県  鹿児島市 

○ 平成28年度 市町村の小型家電リサイクルの取組に関する意見交換会 議事次第（抄）

（略） 

議事次第 

⑴ 小型家電リサイクルに関する取組について

⑵ 小型家電リサイクルの効果的な回収の取組について

⑶ 小型家電リサイクル市町村支援事業について

⑷ 東京オリンピック・パラリンピックのリサイクルメダルに関するこれまでの取組について

⑸ 意見交換

    配布資料 

資料１  市町村の小型家電リサイクルの取組に関する意見交換会発表者名簿  

資料２  小型家電リサイクルに関する取組について  

資料３  各自治体における小型家電リサイクルの効果的な回収の取組について  説明資料 

資料３－①  東京都  板橋区 

資料３－②  兵庫県  佐用町 

資料３－③  鳥取県  鳥取中部ふるさと広域連合  

資料３－④  香川県  丸亀市 

資料４  各自治体における小型家電リサイクル市町村支援事業について  説明資料 
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資料４－①  北海道  奈井江町 

資料４－②  青森県  弘前市 

資料４－③  栃木県  宇都宮市 

資料４－④  千葉県  南房総市 

資料４－⑤  富山県  立山町 

資料５  東京オリンピック・パラリンピックのリサイクルメダルに関するこれまでの取組につ

いて 説明資料 

資料５－①  青森県八戸市・秋田県大館市・岩手県一関市 

資料５－②  愛知県  大府市 

資料５－③  岡山県  岡山市 

(注) 環境省の資料による。 

項目資料1-⑬ 全国の認定事業者の再資源化実績 

(注) 審議会資料による。 

- 82 -



項目資料1-⑭ 鉄スクラップ価格の月次推移 

(単位：円/千t) 

 

(注) 日本鉄源協会モニター（平成24年4月から28年6月までにおける鉄スクラップ（H2類）炉前価格

の関東、中部、関西メーカーの中値平均）及び日刊市況通信社（平成28年7月から29年1月までに

おける鉄スクラップ（H2類）炉前総合価格の同3地区の月間平均価格）の掲載資料を基に当省が

作成した。 

項目資料1-⑮ アルミニウム地金価格の月次推移 

(単位：円/kg) 

(注) 株式会社 ACE21（平成 24 年 3 月から 28年 12月まで）及びアルミファーム（29 年 1 月）（いず

れも日本経済新聞社調べ）の掲載資料を基に当省が作成した。 
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項目資料1-⑯ 銅価格の月次推移 

(単位：円/ｔ) 

 

(注) JX日鉱日石金属株式会社の銅建値の月間平均推移を基に当省が作成した。 

項目資料1-⑰ 銀価格の月次推移 

(単位：円/g) 

(注) 田中貴金属工業株式会社の参考小売価格の月次平均を基に当省が作成した。 
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項目資料1-⑱ 金価格の月次推移 

(単位：円/g) 

(注) 田中貴金属工業株式会社の参考小売価格の月次平均を基に当省が作成した。 
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項目資料2-① 回収量目標を達成することができなかった要因 

(注) 審議会資料による。

- 86 -



項目資料2-② 調査対象都道府県及び市町村の一覧 

区  分 調査対象地方公共団体名 

都道府県(22) 北海道、宮城県、秋田県、山形県、福島県、群馬県、埼玉県、福井県、岐阜県、

愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、

高知県、福岡県、大分県、鹿児島県 

 

市町村(144)  

政令指定都市

(10) 

北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、愛知県名古屋市、大阪府大阪

市、大阪府堺市、岡山県岡山市、広島県広島市、福岡県北九州市、福岡県福岡市 

 

10万人以上(49) 北海道旭川市、北海道釧路市、宮城県石巻市、秋田県秋田市、山形県鶴岡市、群

馬県前橋市、群馬県高崎市、群馬県太田市、埼玉県川口市、埼玉県所沢市、埼玉

県鴻巣市、埼玉県越谷市、福井県福井市、岐阜県岐阜市、岐阜県大垣市、岐阜県

可児市、愛知県瀬戸市、愛知県春日井市、愛知県刈谷市、愛知県豊田市、三重県

津市、三重県伊勢市、滋賀県大津市、滋賀県彦根市、滋賀県東近江市、大阪府吹

田市、大阪府高槻市、大阪府枚方市、大阪府茨木市、大阪府寝屋川市、島根県松

江市、島根県出雲市、広島県呉市、広島県尾道市、広島県福山市、広島県東広島

市、広島県廿日市市、山口県下関市、山口県山口市、山口県防府市、香川県高松

市、香川県丸亀市、高知県高知市、福岡県久留米市、大分県大分市、大分県別府

市、鹿児島県鹿児島市、鹿児島県鹿屋市、鹿児島県霧島市 

 

5万人以上10万

人未満(30) 

北海道北広島市、宮城県名取市、宮城県栗原市、福島県伊達市、群馬県館林市、

群馬県富岡市、埼玉県和光市、埼玉県蓮田市、埼玉県幸手市、福井県敦賀市、岐

阜県高山市、岐阜県恵那市、愛知県尾張旭市、愛知県田原市、三重県名張市、三

重県志摩市、滋賀県甲賀市、滋賀県湖南市、大阪府貝塚市、島根県浜田市、広島

県三原市、山口県萩市、山口県下松市、山口県山陽小野田市、香川県観音寺市、

香川県三豊市、福岡県行橋市、福岡県太宰府市、福岡県那珂川町、鹿児島県薩摩

川内市 

 

5万人未満(55) 北海道美唄市、北海道江差町、北海道東神楽町、宮城県東松島市、宮城県松島町、

宮城県女川町、秋田県男鹿市、秋田県湯沢市、秋田県潟上市、秋田県仙北市、秋

田県八郎潟町、山形県上山市、福島県相馬市、福島県石川町、福島県三春町、群

馬県甘楽町、群馬県明和町、埼玉県吉見町、埼玉県松伏町、福井県大野市、福井

県あわら市、福井県高浜町、福井県おおい町、岐阜県瑞浪市、岐阜県八百津町、

三重県鳥羽市、三重県大台町、滋賀県米原市、島根県益田市、島根県安来市、島

根県飯南町、島根県川本町、岡山県井原市、広島県庄原市、山口県長門市、香川

県善通寺市、香川県土庄町、香川県直島町、香川県宇多津町、香川県綾川町、高

知県安芸市、高知県南国市、高知県宿毛市、高知県いの町、高知県佐川町、高知

県四万十町、福岡県宇美町、福岡県大木町、大分県津久見市、大分県国東市、大

分県姫島村、大分県日出町、鹿児島県曽於市、鹿児島県いちき串木野市、鹿児島

県志布志市 

 

(注) 「区分」欄の（ ）は区分ごとの調査対象地方公共団体数である。 
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項目資料2-③ 調査対象市町村における回収方法別実施状況（平成27年度）（回収方法単独） 

（単位：市町村、％） 

 全体 回収方法単独計 

 ボックス

回収のみ 

ステーシ

ョン回収

のみ 

ピックア

ップ回収

のみ 

清掃工場

等への持

込みのみ 

イベント

回収のみ 

市町村数 122 23 10 1 7 4 1 

(割合) (100) (18.9) (8.2) (0.8) (5.7) (3.3) (0.8) 

 

(注)1 当省の調査結果による。 

    2 （ ）は、「全体」に占める割合を表す。また、四捨五入のため、各回収方法の割合の合

計は必ずしも「回収方法単独計」と一致しない。 

 

項目資料2-④ 調査対象市町村における回収方法別実施状況（平成27年度）（回収方法複数） 

（単位：市町村、％） 

 

全体 

回収方法複数計 

 組合せ 市町 

村数 

構成比 

 ボックス ｽﾃｰｼｮﾝ ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ 持込み 

市町村数 

(割合) 

122 

(100) 

99 

(81.1) 

① ○ ○ × ×  0    0 

② ○ × ○ × 12  9.8 

③ ○ × × ○  6  4.9 

④ × ○ ○ ×  0    0 

⑤ × ○ × ○  6  4.9 

⑥ × × ○ ○ 28 23.0 

⑦ ○ ○ ○ ×  0    0 

⑧ ○ ○ × ○  1  0.8 

⑨ ○ × ○ ○ 30 24.6 

⑩ × ○ ○ ○  1  0.8 

⑪ ○ ○ ○ ○  2  1.6 

合計 86 70.5 

(注)1 当省の調査結果による。 

   2 （ ）及び「構成比」は、「全体」に占める割合を表す。また、「構成比」は、小数点第2

位を四捨五入しているため、「合計」と必ずしも一致しない。 

  3 イベント回収や宅配回収など上記四つ以外の回収方法の有無については考慮しておらず、

また、上記四つのいずれかの回収方法とその他の回収方法の組合せ（ボックス回収とイベン

ト回収（10市町村）など）となる13市町村分は計上していない。 

ボックス回収

10 (8.2%)

ステーション回収

1 (0.8%)

ピックアップ回収

7 (5.7%)

清掃工場等へ

の持込み

4 (3.3%)

イベント回収

1 (0.8%)

回収方法単独

23 (18.9%）
回収方法複数 

99(81.1%) 
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項目資料2-⑤ 資源物、危険物等の選別・除去に併せてピックアップ回収を実施している主な例 

市町村名 概要 

宮城県栗原市 従来から、破砕前にアルミ製品のピックアップ作業を行っていたため、使用

済小型家電製品についても従来のごみ処理フローを活用することで、ごみ処理

施設を委託管理している事業所の既存人員のまま対応することが可能であり、

従来の委託の範囲内で対応できるため、委託費用の追加発生もなく、ピックア

ップすることが可能であった。 

 

広島県尾道市 従来から、収集した「不燃ごみ」を2区分（①破砕機にかける金属類等、②破

砕機にかけないごみ（混入している可燃性ごみ等））に選別しており、小型家電

リサイクルの実施に当たって、新たに「小型家電」を追加して3区分にした。区

分の増加に当たっては、作業量の増加はないと考えており、実施に当たって試

行することとした。 

 

山口県萩市 従来から、ごみ処理委託業者が実施していた不燃ごみの手選別作業に、新た

に小型家電のピックアップ作業を加えて実施することを検討した結果、新たな

作業が生じるものの、ピックアップした小型家電を破砕等せず、そのまま再資

源化事業者に引き渡すことで、同委託業者が行う不燃ごみの破砕、破砕残さの

焼却及び焼却灰等の埋立てに係る作業の対象から小型家電がなくなるため、管

理運営に係る委託料の総額は変わらないことが見込まれたことから実施するこ

ととした。 

 

鹿児島県いち

き串木野市 

従前から、収集運搬業者が、収集した不燃ごみから、不燃ごみとしての処理

に適さない可燃ごみ、スプレー缶等のほか、電線・ＡＣアダプタが附属してい

る小型家電を抜き取っていたことから、これに使用済小型家電の抜取作業を追

加しても、収集運搬業者に新たな手間をかけるものではないため、新たな人手

や費用をかけずに行えるとして、ピックアップ回収を実施することとした。 

 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

項目資料2-⑥ 従来から実施する回収区分を調整してステーション回収を実施している主な例 

市町村名 概要 

三重県鳥羽市 使用済小型家電の回収の効率性を高めるため、全ての資源ごみの分別・収集

方法を見直したところ、収集場所に設置された「金属ごみ」の収集区分を、そ

のまま「小型家電」に転用することにより、回収方法の変更による追加費用な

く実施できるとして、ピックアップ回収からステーション回収に変更した。 

 

鹿児島県いち

き串木野市 

小型家電についても資源物と位置付け、未使用のコンテナを活用して他の缶・

びん、ペットボトル等の資源物と併せて定期的に収集（資源物の収集日は、隔

週の金曜日。月2～3回）することで、新たな人手や多額の費用をかけずにステ

ーション回収を実施することとした。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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項目資料2-⑦ シルバー人材等を活用してピックアップ回収を実施している例 

市町村名 概要 

群馬県富岡市 従来から、選別作業はシルバー人材センターに委託しており、その委託内容

の一環として使用済小型家電の選別を行ってもらうこととしたため、委託契約

の内容は変わらず、委託費も増えていない。従来の選別作業では、不燃ごみか

ら危険物を取り除くほか、再資源化できるものとそうでないものを分けており、

ここに使用済小型家電の選別が新たに追加されても大幅な負担増加はなかっ

た。 

 

大阪府貝塚市 不燃ごみの回収について、平成27年度までは電話予約による戸別訪問回収の

みを行っていたが、議会から定期回収も行ってほしいとの要望が出たため、28

年度からシルバー人材センターによる月1回の定期回収を実施することとし、不

燃ごみから使用済小型家電をピックアップした上で、品目別に分ける作業も実

施している。 

 

山口県山陽小

野田市 

従来から、「燃やせないごみ」の区分で使用済小型家電を収集していたので、

その区分を変更せずに、使用済小型家電をピックアップ回収することとした。

ピックアップ回収に当たっては、シルバー人材センターの職員が不燃ごみをス

クラップと非鉄スクラップに分別する作業も実施している。 

 

鹿児島県鹿屋

市 

ピックアップ回収の検討に当たって試験回収を行い、その結果を踏まえ、実

施が可能で一定の効果が得られると判断し、平成27年度からピックアップ回収

を実施することとした。実施に当たっては、障害者の就業機会の確保も目的と

し、委託先は障害者就労支援事業者としている。 

 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

項目資料2-⑧ 施設・設備の更新時に、ステーション回収やピックアップ回収を実施又は実施を検

討している主な例 

市町村名 概要 

三重県鳥羽市 平成26年4月に、新たなごみ処理施設が運営を開始したのに合わせて、使用済

小型家電の回収方法を、ピックアップ回収からステーション回収に変更し、従

来の「金属ごみ」を、「小型家電」と「不燃ごみ」とに分離することで、小型家

電を資源として積極的に位置付けることとした。 

 

滋賀県大津市 平成34年度から新たなごみ処理施設を稼働させる予定で、同施設では、ピッ

クアップ回収の実施を見込んでいる。 

 

山口県防府市 平成26年度から、新たなごみ処理施設の供用を開始しており、使用済小型家

電の回収量の増加によるリサイクル率の向上を図るため、ピックアップ回収及

び清掃工場等への持込みによる回収を実施している。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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項目資料2-⑨ 既存の粗大ごみ等の直接持込みの体制を活用して清掃工場等への持込みを実施し

ている主な例 

市町村名 概要 

群馬県館林市 従来から、清掃センターでは、委託事業者が粗大ごみとして出された家具の

リサイクルのための解体、リサイクルの対象とならないごみを破砕に回すなど

の対応を行っており、粗大ごみに該当するような大きな使用済小型家電の選別

作業等について、委託事業者から負担が大きいとの苦情等は出ていない。また、

フォークリフトを使用するため、人的負担は少なく、既存の廃棄物の収集処理

体制を変えずに、新たな費用を負担することなく開始可能であると考えられた。 

 

群馬県富岡市 住民が粗大ごみ又は不燃ごみとして市の清掃センターに直接搬入した使用済

小型家電はその場で選別すればよいため、新たな費用をかけずに実施できる方

法として採用した。また、粗大ごみ及び不燃ごみの引渡場所は、使用済小型家

電のピックアップ回収を行っている選別場所であり、搬入された使用済小型家

電も、ピックアップ回収により選別した使用済小型家電と同じカゴに投入して

おり、満杯になったら、フォークリフトで運ぶため、大きい使用済小型家電を

回収対象としていることについても大きな負担はない。 

 

埼玉県鴻巣市 従来は、一辺の長さが30cmを超える使用済小型家電は、粗大ごみとして有料

で回収していたが、小型家電リサイクル法の施行を契機に、使用済小型家電の

直接持込みの時期、回収料徴収の有無、受付等について検討を進め、一辺の長

さが60cm以下、重量が30kg以下の使用済小型家電については、月1回、土曜日に

持込み回収（無料）を実施することとした。また、平成27年12月までは、職員

が土曜日に出勤して受付を実施していたが、28年1月からは、回収場所で、空き

缶等のリサイクル業務を委託している事業者に受付業務を委託している。ただ

し、業務委託の結果、27年度の委託費は7万円増加することとなった。 

 

福岡県太宰府

市 

従来から、市環境美化センターへの粗大ごみの直接搬入（有料）が可能であ

り、小型家電リサイクル法の施行を契機として、使用済小型家電の直接搬入に

よる回収も実施している。搬入可能時間は、市民の利便性を考慮し、月曜日か

ら金曜日までの午前9時から午後4時までのほか、毎月第3日曜日の午前9時から

正午までの時間帯も受け付けている。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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項目資料2-⑩ 宅配回収の実施による取組の主な例 

市町村名 概要 

宮城県仙台市 ⅰ）ボックス回収で排出できない30cmを超える使用済小型家電も対象となる

こと、ⅱ）回収拠点に排出できない世帯への考慮等を踏まえ、市民の利便性向

上のために実施することとした。連携に当たっては、市は、ホームページ等で

周知を行う一方で、再資源化事業者に対しては、適正処理及び毎月の回収量の

報告を求めている。 

 

愛知県豊田市 認定事業者から、パソコン等の回収に係る連携の申入れを受けて、住民の利

便性を高め、パソコンを含む使用済小型家電の回収の選択肢を広げる観点から

実施することとした。ごみ分別マニュアルや市のホームページ等において、宅

配回収の実施について周知を行っている。 

 なお、宅配回収の連携開始から約2年が経過しているが、宅配回収の実施によ

り、市の回収量が減少している傾向はみられない。 

 

福岡県福岡市 使用済小型家電の回収量増加が見込めること、市民の使用済小型家電排出の

選択肢の増加につながることから宅配回収を開始することとした。ホームペー

ジ、市内全戸に年1回配布する「家庭ごみルールブック」等の広報資料において、

ボックス回収（回収ボックス設置場所等を紹介）と宅配回収について記載し、

利用方法や利用料金を紹介している。 

また、宅配回収のメリットとして、①回収量増加、②市民の排出の選択肢増

加のほか、③燃えないごみの排出量の減少によるごみ処理費用の削減などを挙

げている。また、広報についても、市のホームページや市民向けの啓発資料の

中に追記で対応したため新たな予算措置は不要であった。 

なお、パソコン本体やディスプレイについて、従来、これらを回収対象とし

ていなかったが、パソコンの処分に困っている市民からの問合せにもメーカー

による回収と宅配回収について教示している。 

 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

項目資料2-⑪ 有料ごみ処理シールの免除等による取組の例 

市町村名 概要 

岐阜県高山市 ごみステーションの「不燃ごみ」の収集日(各地区月1回)に、不燃ごみとは別

の袋(45ℓ以下の透明)に使用済小型家電のみを入れて出すこととした。通常、不

燃ごみ袋には有料のごみ処理シールが必要であるが、使用済小型家電の袋には

同シールの貼付を不要とすることで分別のインセンティブを持たせた。 

 

三重県鳥羽市 使用済小型家電については、ごみステーションに置かれる指定のコンテナ（折

りたたみかご）に入れて、分別回収することとした。使用済小型家電を分別せ

ずに「不燃ごみ」で排出しようとすれば、1ℓ当たり1円の負担が発生するため、

市民が小型家電を適正に分別する動機付けとなる。 

 

福岡県久留米

市 

従来、ボックス回収で回収していた使用済小型家電を、平成28年4月から、ご

みステーションで回収することとした。ステーション回収の実施に当たっては、

これまで、「燃えないごみ」（有料）として回収を行ってきたところ、「小金属・

小型家電」の区分に変更することで、資源物として無料回収を行うこととした。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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項目資料2-⑫ 政令指定都市におけるピックアップ回収の主な実施例 

市町村名 概要 

北海道札幌市 清掃工場に搬入されたごみを破砕機にかける前にガスボンベ等の危険物が入

っていないか確認する作業を行っている作業員（通常2～3人程度）が、ついで

の作業として回収可能な範囲で使用済小型家電をピックアップすることとし、

新たな経費負担を発生させない形でピックアップ回収を実施している。 

 

福岡県福岡市 戸別訪問回収による粗大ごみからのピックアップ回収に当たっては、電話又

はインターネットによる事前受付の際、排出されるごみに使用済小型家電が含

まれると判明した場合、収集車両を通常のパッカー車ではなく平ボディ車に変

更して回収することとしている。 

また、平成26年度から、独自に行っている燃えないごみの組成調査結果や非

鉄金属類の売却実績に基づき、比較的有価性が高いと判断した品目について、

資源化センターにおいてピックアップ回収を行っている。  

 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

項目資料2-⑬ 近隣の市町村の売却状況を確認し、売却先を変更した例 

市町村名 概要 

群馬県富岡市 平成28年度の使用済小型家電の売却に係る見積りにおいて、これまで売却し

てきた認定事業者から、売却単価の引下げ及び収集運搬費の負担を求められた。

これを受け、認定事業者以外の再資源化事業者も候補に入れて売却先を探して

いたところ、県内他市町村が契約する認定事業者以外の再資源化事業者におい

ては、売却単価は変わらないものの運搬費用の負担が必要ないことが判明した

ため、同事業者を見積合わせの対象に加え、適正処理の確認等の結果も踏まえ、

売却先を変更した。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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項目資料2-⑭ 一律の単価設定から品目別の単価設定に変更することで採算性の向上を図った主

な例 

市町村名 概要 

埼玉県所沢市 平成25年度において、回収した使用済小型家電を1kg当たり6円とする一律の

単価で売却したが、26年度に、品目別の単価設定に見直した結果、1kg当たり6

円の売却単価を維持しつつ、携帯電話については1kg当たり600円とする売却契

約を結ぶことができ、採算性の向上が図られた。 

 

愛知県田原市 平成25年度において、回収した使用済小型家電を1kg当たり2円とする一律の

単価で売却したが、26年度に、品目別の単価設定に見直した結果、売却単価が

1kg当たり3円に向上するとともに、携帯電話については1kg当たり300円、パソ

コンについては1kg当たり45円、デジタルカメラ及びゲーム機については1kg当

たり15円とする売却契約を結ぶことができ、採算性の向上が図られた。 

 

三重県名張市  平成25年度において、回収した使用済小型家電を1kg当たり7円とする一律の

単価で売却したが、26年度に、品目別の単価設定に見直した結果、1kg当たり7

円の売却単価を維持しつつ、携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、ゲーム機

等の高品位品については1kg当たり87円で売却契約を結ぶことができ、採算性の

向上が図られた。 

 

(注)1 当省の調査結果による。 

  2 表中に記載の単価については、その当時の売却単価を記載したものであって、現在の売却

単価とは必ずしも一致しない。 

 

 

項目資料2-⑮ 一律の売却単価を設定しているが、既に分別や前処理を実施している主な市町村の

例 

市町村名 概要 

滋賀県彦根市 一律の売却単価を設定しているが、個人情報が残っている可能性がある携帯

電話については、鍵のかかるスペースで別途保管しており、ジャー炊飯器など、

コードの切り落とし作業が必要なものは、前処理として作業員が切り分けて分

別・保管している。 

 

福岡県大木町 一律の売却単価を設定しているが、資源ごみとして別の回収区分となる電池

を除去し、電源コードを切断しており、携帯電話及びパソコンについては、認

定事業者からの依頼により他の使用済小型家電と区別して袋に入れて引き渡

している。 

 

大分県国東市 一律の売却単価を設定しているが、携帯電話端末、パソコン、デジタルカメ

ラ及びリモコンについては、他の使用済小型家電とは別に、雨に濡れないよう

に屋内施設で保管しており、コード類についても取り外している。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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項目資料2-⑯ そのままでは売却困難な使用済小型家電を解体して売却している例 

市町村名 概要 

島根県飯南町 使用済小型家電全般をピックアップ後に認定事業者以外の再資源化事業者に

売却しているが、そのままでは売却困難な電気マッサージ器及び電気こたつ類

については、分解を行った後にピックアップ回収を実施し、売却している。 

 

鹿児島県いち

き串木野市 

マッサージチェアについては、売却先の認定事業者の処理能力上、売却が困

難な状況にあり、手作業で、モーター、鉄等に解体した上で、モーターについ

ては使用済小型家電として、鉄については有価物として売却している。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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項目資料3-① 近隣の市町村における取組を参考として、小型家電リサイクルを実施することとし

た例 

市町村名 概要 

広島県庄原市 小型家電リサイクル制度開始当時、使用済小型家電の回収見込量が少なく、売

却単価の見積りを取ったところ、示された売却単価がマイナスとなったことか

ら、これまで小型家電リサイクルに取り組んでこなかった。しかしながら、広島

県から県内市町村の取組状況について情報提供を受けたことをきっかけとし

て、独自に、県内市町村に対して小型家電リサイクルの取組状況について書類及

び電話で調査を行った。その結果、近隣市町村において、認定事業者が市内の家

電量販店で使用済小型家電の直接回収を行っており、この直接回収ルートを活

用して、当該近隣市町村が回収した使用済小型家電についても併せて回収して

いることから、回収量が少量であっても有償で売却できている例を把握した。 

当市にも同じ家電量販店の店舗があることから、同様の取組を行うことで、回

収量が少なくとも有償での売却が可能となることが見込まれたことから、当該

認定事業者とも相談しながら、平成29年度からの小型家電リサイクルの実施に

向け、検討を進めている。 

 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

項目資料3-② 認定事業者による直接回収をサポートすることで回収量増加に取り組んでいる例 

市町村名 概要 

北海道札幌市 ボックス回収を使用済小型家電回収の中心として位置付け、これをピックア

ップ回収又は民間事業者が行う回収事業で補完することとしている。 

回収ボックスに投入可能な30cm×30cm以下の使用済小型家電は回収ボックス

に、それより大きなものについては、認定事業者が設置している回収拠点に排出

させる方針として、市のホームページ等でもその旨を周知している。 

 

広島県広島市 小型家電リサイクルの実施に当たって検討を進めた結果、本市域では、既に認

定事業者による独自の取組が行われている状況であったことから、この取組を

生かしながら、小型家電のリサイクルをより一層推進するための施策を実施し

ていく形の方が望ましいとして、市が回収の主体となる取組ではなく、直接回収

を行う認定事業者の取組を支援する方向で取り組むこととした。 

実施に当たっては、回収ボックスの設置から回収までを無償で実施できる認

定事業者を募集して、使用済小型家電の回収を開始することとし、市は小型家電

リサイクルの広報・啓発によりその取組に協力することとしている。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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項目資料3-③ 小型家電リサイクルの本格実施に先駆けて、宅配回収に取り組んでいる例 

市町村名 概要 

滋賀県大津市 ボックス回収やピックアップ回収の実施を検討してきたが、認定事業者との協

議の結果、設置場所や処理施設のスペースの問題等から、小型家電リサイクルの

実施を見送ってきた。しかしながら、新しいごみ処理施設の稼働が見込まれる平

成34年度からピックアップ回収を実施できるよう検討を開始し、同施設を稼働さ

せるまでの間、何らかの形で小型家電リサイクルへの参加を検討していたとこ

ろ、宅配回収であれば、市の財政的負担は住民への広報・啓発のみで足りること

から、認定事業者との連携を開始することとした。 

 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

項目資料3-④ 体制面・コスト面で負担の少ないイベント回収を試験実施し、その結果を踏まえ、

小型家電リサイクルを本格実施することとした例 

市町村名 概要 

広島県福山市 平成26年10月及び27年8月に、小型家電リサイクルを実施する上で体制･コスト

面での負担が大きくないイベント回収を認定事業者と共同で実験的に実施し、実

施上の課題や回収量について検討した。 

イベント回収の実験的な実施と平行して、当該認定事業者と協議を進め、回収

した使用済小型家電を有償で売却できることが見込まれたことから、平成28年4

月から小型家電リサイクルを本格実施することとした。 

 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

項目資料3-⑤ 隣接市町村において認定事業者への売却実績があり、当該取組事例を踏まえること

で、小型家電リサイクルの実施に向けた検討が可能と考えられる例 

市町村名 概要 

宮城県石巻市  使用済小型家電の排出量が少なく、県内に認定事業者もいないため、ランニン

グコストがかかることを懸念し、既に実施している他の市町村から情報を収集

し、費用対効果を含めた問題を検証の上、自市に適した小型家電リサイクルの実

施に向けた検討を行ってきているが、東日本大震災への対応を優先してきたこと

もあり、当省の調査時点において、小型家電リサイクル開始の是非について、結

論が出ていない。しかしながら、より人口規模の小さい隣接市町村においては、

既に小型家電リサイクルを実施し、隣接する岩手県に所在する認定事業者に有償

で売却していることから、こういった取組を参考にすることで小型家電リサイク

ルの実施が可能と考えられる。 

 

福島県三春町 平成25年の小型家電リサイクル法の施行以降、適正処理の確認の必要がない認

定事業者と契約することを考えていたが、近隣に認定事業者が存在しないため、

運搬コストが高くなり有償又は無償での取引ができないのではないかと考え、こ

れまで認定事業者の選定等は行ってこなかった。しかしながら、当省の調査の過

程で、近隣市町村における取組事例について情報提供したところ、小型家電リサ

イクルの実施に向けた検討を開始することとした。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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項目資料3-⑥ 当省の調査を契機に、近隣市町村の売却状況を把握し、小型家電リサイクルの実施

に向けた検討を開始した例 

市町村名 概要 

群馬県甘楽町 これまで、小型家電リサイクルの実施に当たっては、使用済小型家電と金属

類を分別して引き渡すことが必要であると認識していた。 

今回、総務省の調査を受けて、小型家電リサイクルを既に実施している近隣

市町村に売却先等の情報提供を求め、当該近隣市町村の売却先である認定事業

者以外の再資源化事業者に問い合わせたところ、当該再資源化事業者では高性

能な選別機があるため、使用済小型家電と金属類とが混在していても、鉄、ア

ルミニウムなどのベースメタルのみならず、金、銀などのレアメタルも分別が

可能であることが判明した。 

この結果、今までは、使用済小型家電と金属類をまとめて引き渡し、その処

分料として1円/kgを支払っていたところ、今回、問い合わせをした再資源化事

業者では、使用済小型家電と金属類をまとめて引き渡すと、4円/kgで売却する

ことが可能とのことであった。 

これらの情報収集の結果を踏まえて小型家電リサイクルの実施について検討

を重ね、最終的には、様々な要因を勘案して売却先を決めることにはなるもの

の、必ずしも、使用済小型家電と金属類を分別しなくても小型家電リサイクル

を実施していることになるのであれば、もう少し早い段階で検討が可能であっ

た。 

 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

項目資料3-⑦ 回収した使用済小型家電を金属くずとまとめて再資源化事業者に引き渡して、高度

な再資源化を実施している例 

市町村名 概要 

愛知県春日井市 住民の利便性を考慮し、品目ごとに細かく分類せず、金属資源として売却可

能かどうかという側面から、コンセントを電源につないで動くもの、電池で動

くものを回収し売却することとしている。回収後の選別作業は実施していな

いが、売却先の認定事業者以外の再資源化事業者において、小型家電を含む金

属類を、ベースメタル、貴金属及びレアメタルに分解し、市へそれぞれの再資

源化状況の実績報告をすることとしており、契約ガイドラインに定める高度

な再資源化が担保できている。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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項目資料3-⑧ 市町村において、認定事業者以外の再資源化事業者が適正に再資源化できるか否か

を確認する専門的知見を有していないことを理由とするもの 

市町村名 事例 

愛知県田原市 認定事業者であれば、個人情報を漏えいすることなく処理してくれると住

民が安心するため、契約事業者の要件を認定事業者であることとしている

が、近隣の認定事業者は 1社しかなく、他の認定事業者は遠方に所在してい

るため運搬費用等により損失が生じるおそれがあることから、契約可能な認

定事業者は事実上 1社に限定されている。そこで、選定対象事業者を広げる

ため、認定事業者以外の再資源化事業者との契約の可能性を検討したが、契

約ガイドラインの別添（認定事業者以外の再資源化事業者への引渡しについ

て）では、具体的な確認方法や認定事業者以外の再資源化事業者が適正かど

うか判断するための基準が記載されておらず、市では、適正処理の確認に当

たっての専門的知見がないため認定事業者以外の再資源化事業者への売却を

断念している。 

 

大分県津久見市 認定事業者に回収した使用済小型家電を売却しているが、認定事業者以外

の再資源化事業者に売却するにしても、契約ガイドラインの別添（認定事業

者以外の再資源化事業者への引渡しについて）において認定事業者以外の再

資源化事業者に対する確認項目が示されているものの、市では専門的な知見

を有しておらず詳細な確認は難しいとしている。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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項
目

資
料

3-
⑨

 
認
定
事
業
者
の
収
集
区
域
一
覧
（
平
成
2
8
年

7
月

末
現

在
）
 

 

北 海 道

青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川

新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山

鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島

沖 縄

第
1号

大
栄
環
境
株
式
会
社

平
成
25
年
6月

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

25
第
2号

日
本
磁
力
選
鉱
株
式
会
社

平
成
25
年
6月

○
○
○
○
○
○
○
○

8
第
3号

ハ
リタ
金
属
株
式
会
社

平
成
25
年
6月

○
○
○

3
第
4号

株
式
会
社
紅
久
商
店

平
成
25
年
6月

○
○
○
○
○
○

6
第
5号

株
式
会
社
リー
テ
ム

平
成
25
年
6月

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

46
第
6号

共
英
製
鋼
株
式
会
社

平
成
25
年
6月

○
○
○

3
第
7号

株
式
会
社
イ
ボ
キ
ン

平
成
25
年
6月

○
○
○

○
○

5
第
8号

金
城
産
業
株
式
会
社

平
成
25
年
6月

○
○
○
○

4
第
10
号

ト
ー
エ
イ
株
式
会
社

平
成
25
年
6月

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

14
第
11
号

ト
ヨキ
ン
株
式
会
社

平
成
25
年
6月

○
○
○
○

4
第
12
号

株
式
会
社
マ
テ
ック

平
成
25
年
6月

○
1

第
13
号

ミナ
ミ金

属
株
式
会
社

平
成
25
年
6月

○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○
○

12
第
14
号

株
式
会
社
ア
ビ
ヅ

平
成
25
年
6月

○
○
○
○
○

5
第
15
号

株
式
会
社
エ
コリ
サ
イ
クル

平
成
25
年
8月

○
○

○
3

第
16
号

三
井
物
産
株
式
会
社

平
成
25
年
8月

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

43
第
17
号

ス
ズ
ト
クホ
ー
ル
デ
ィン
グ
ス
株
式
会
社

平
成
25
年
8月

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

30
第
18
号

株
式
会
社
エ
コネ
コル

平
成
25
年
8月

○
○

○
○
○
○
○

7
第
19
号

平
林
金
属
株
式
会
社

平
成
25
年
8月

○
○
○
○
○

○
6

第
20
号

柴
田
産
業
株
式
会
社

平
成
25
年
8月

○
○
○
○
○
○
○
○

8
第
21
号

株
式
会
社
市
川
環
境
エ
ン
ジ
ニ
ア
リン
グ

平
成
26
年
1月

○
○
○
○
○
○
○

○
○

9
第
22
号

株
式
会
社
フュ
ー
チ
ャー
・エ
コロ
ジ
ー

平
成
26
年
1月

○
○
○
○
○
○
○
○

○
9

第
23
号

豊
富
産
業
株
式
会
社

平
成
26
年
1月

○
○
○

○
○
○

6
第
24
号

リネ
ット
ジ
ャパ
ン
株
式
会
社

平
成
26
年
1月

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

47
第
25
号

株
式
会
社
ア
ー
ル
・ビ
ー
・エ
ヌ

平
成
26
年
1月

○
○

○
○

4
第
26
号

安
田
金
属
株
式
会
社

平
成
26
年
1月

○
○
○

3
第
27
号

株
式
会
社
シ
ン
コー

平
成
26
年
1月

○
○
○

3
第
28
号

株
式
会
社
拓
琉
金
属

平
成
26
年
1月

○
1

第
29
号

JX
金
属
苫
小
牧
ケ
ミカ
ル
株
式
会
社

平
成
26
年
2月

○
1

第
30
号

ニ
ッコ
ー
・フ
ァイ
ン
メッ
ク株

式
会
社

平
成
26
年
2月

○
○
○
○
○
○

6
第
31
号

株
式
会
社
エ
コ計

画
平
成
26
年
2月

○
○
○
○
○
○
○

○
○

9
第
32
号

JX
金
属
商
事
株
式
会
社

平
成
26
年
2月

○
○

○
○
○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

16
第
33
号

JX
金
属
敦
賀
リサ
イ
クル
株
式
会
社

平
成
26
年
2月

○
○
○

3
第
34
号

豊
通
マ
テ
リア
ル
株
式
会
社

平
成
26
年
2月

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

23収 集 区 域 数

認 定 番 号

事
業
者
名

当
初
認
定

収
集
区
域
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          (
注
)
1
 

経
済

産
業
省
の
公
表
資
料
を
基

に
当
省
が
作
成
し

た
。
 

 
 

2
 

認
定

番
号
第
9
号
及
び
第
4
0
号
は

、
廃
業
等
に
よ
る

欠
番

と
な

っ
て
い

る
。
 

 
 

3
 

認
定

番
号
1
6
番
は
、
当
省
が
調
査
し
た
平

成
28
年

7
月

末
時
点

で
は
認

定
事
業

者
で

あ
っ

た
が
、

そ
の
後
事
業
取
り
や
め
に
よ
り
欠
番
と
な
っ
て
い
る
。

北 海 道

青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川

新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山

鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島

沖 縄

第
35
号

三
重
中
央
開
発
株
式
会
社

平
成
26
年
2月

○
○
○
○
○

○
6

第
36
号

株
式
会
社
鈴
木
商
会

平
成
26
年
8月

○
1

第
37
号

丸
源
起
業
株
式
会
社

平
成
26
年
8月

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

10
第
38
号

株
式
会
社
イー
・ア
ー
ル
・ジ
ャパ
ン

平
成
26
年
8月

○
○

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

37
第
39
号

株
式
会
社
クロ
ダリ
サ
イク
ル

平
成
27
年
1月

○
1

第
41
号

株
式
会
社
水
口
テ
クノ
ス

平
成
27
年
1月

○
○
○

3
第
42
号

東
京
鐵
鋼
株
式
会
社

平
成
27
年
8月

○
○

○
3

第
43
号

朝
日
金
属
株
式
会
社

平
成
27
年
8月

○
○
○

3
第
44
号

中
辻
産
業
株
式
会
社

平
成
27
年
8月

○
○
○
○
○
○

6
第
45
号

マ
キ
ウラ
鋼
業
株
式
会
社

平
成
27
年
8月

○
○
○

○
○
○

○
○
○
○

10
第
46
号

三
木
鋼
業
株
式
会
社

平
成
27
年
8月

○
○
○
○

4
第
47
号

株
式
会
社
環
境
整
備
産
業

平
成
27
年
8月

○
○
○
○

4
第
48
号

ア
クト
ビー
リサ
イク
リン
グ
株
式
会
社

平
成
28
年
2月

○
○
○
○
○
○
○

7
第
49
号

株
式
会
社
宮
里

平
成
28
年
5月

○
1

8
7

7
5

7
5

6
9

9
10

11
9
14

14
7
10

10
11

15
14

17
13

16
12

13
15

13
14

10
8

9
9
10

10
10

8
9

8
8
11

9
9
10

10
9

8
3

第
50
号

株
式
会
社
ツル
オ
カ

平
成
28
年
8月

○
○
○
○

4
第
51
号

株
式
会
社
青
南
商
事

平
成
28
年
8月

○
○
○
○
○
○

6
第
52
号

オ
リッ
クス
環
境
株
式
会
社

平
成
28
年
8月

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

12

※
平
成
28
年
8月

に
3認

定
事
業
者
追
加

認 定 番 号

事
業
者
名

当
初
認
定

収
集
区
域

収 集 地 域 数

ⅰ
）

6
事
業

者

1
3
%

ⅱ
）

9
事
業

者

1
9
%

ⅲ
）

2
0
事
業
者

4
3
%

ⅳ
）

5
事

業
者

1
1
%

ⅴ
）

4
事

業
者

8
%

ⅵ
）

3
事

業
者

6
%

ⅰ
）
北
海
道
又
は
沖
縄
県
の
み
を
収
集
区
域
と

す
る
も
の

ⅱ
）
3都

道
府
県
を
収
集
区
域
と
す
る
も
の

ⅲ
）
4以

上
9
以
下
の
都
道
府
県
を
収
集
区
域
と
す
る
も
の

ⅳ
）
10
以
上
1
9以

下
の
都
道
府
県
を
収
集
区
域
と
す
る
も
の

ⅴ
）
20
以
上
3
9以

下
の
都
道
府
県
を
収
集
区
域
と
す
る
も
の

ⅵ
）
40
都
道
府
県
を
以
上
を
収
集
区
域
と
す
る
も
の
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項目資料3-⑩ 区域の基準の検討に当たっての根拠資料（抄） 
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(注) 平成24年12月13日中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度

及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会（第12回）産業構造審議会環境部会

廃棄物・リサイクル小委員会（第25回）合同会合資料「検討にあたっての根拠資料」による。 
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項目資料3-⑪ 認定要件に関する認定事業者以外の再資源化事業者の意見 

① 複数ある営業所のうち 1営業所でしか小型家電リサイクルを実施しておらず、また、当

社が回収している品目が限られているため、必ず当社従業員が直接打合せ及び回収に出向

き、できるだけ対象外の品目がないようにすることとしており、限られたエリアでの事業

しか行えない。 

一方で、現行制度では、回収エリアが広く、再資源化事業者の処分場から距離があれば

あるほど経費はかさむ。つまり排出元の市町村自体がそのために二の足を踏むこととなり

事業は進まなくなる可能性が大いにある。また、当社での負担割合が大きくなれば小型家

電リサイクル事業は続けられない。 

 

② 小型家電リサイクル法の制度対象 16品目は、有価物としては価値の低いものがほとんど

であり、市町村が回収対象品目を携帯電話等レアメタル含有率が高い品目に限定すれば価

値は高いが、ボックス回収では回収量が少なく、事業者としては収集運搬費用がかかる

上、工場の処理ラインが非効率となる。市町村が回収対象品目を拡大し、ピックアップ回

収で回収量を増加させれば価値が下がるため、事業者としては有償での引取りは難しい。 

このような状況では、広域回収（対象区域：隣接する 3都府県以上）や市町村からの引

取義務等が生じる認定事業者となるメリットがなく、現状では小型家電を含む金属類の市

町村との取引自体は認定事業者でなくとも行えるため、認定事業者となる必要性がない。 

 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

項目資料3-⑫ 認定要件に関する市町村の意見 

市町村名 概要 

島根県松江市 平成 25年の小型家電リサイクル制度発足当時、市内に所在する 2事業者

が認定事業者の申請を行ったが、3都府県以上の回収ができないことや回収

量が少ないことなどから、申請を却下されたと聞いている。 

小型家電リサイクルを実施するためには、認定事業者以外でも、市が資源

の再資源化を適正に行い得る事業者であると判断すれば、当該事業者との契

約も可能であることは承知しているが、上記 2事業者は国から認定事業者と

して認められなかった者であり、認められなかった理由を詳細に把握してい

るわけではないが、このような事業者を、市独自の判断により再資源化を適

正に行い得る者と判断し、契約を締結することは困難である。小型家電リサ

イクル法に基づく実施は、結局認定事業者と契約せざるを得ないと考える。 

小型家電リサイクルの推進を目指すのであれば、人口減少が進む地方都市

の実情も踏まえ、小規模認定事業者等の区分があれば、認定事業者のいない

県でも小型家電のリサイクル制度が進むのではないか。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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項
目

資
料

4-
⑴

-
①
 
再
資
源
化
事
業
計
画
の
変

更
に
係
る

手
続
 

変
更

申
請
・

届
出
の
別
 

変
更

事
項
 

小
型

家
電

リ
サ

イ
ク

ル
法

第

1
1
条

第
1
項

に
基

づ
く

変
更

の
認

定
の
申

請
 

 

○
 

小
型
家
電

リ
サ

イ
ク
ル
法

第
1
0
条
第
2
項
 

 
一
～
三
 
（
略
）
 

四
 

使
用
済

小
型
電

子
機
器
等

の
収

集
を

行
お
う

と
す
る
区

域
 

五
 

再
資
源
化

事
業

の
内
容
 

六
 

使
用
済
小

型
電

子
機
器
等

の
収

集
、

運
搬
又

は
処
分
を

行
う

者
及

び
そ
の
者
が
行
う
収
集
、
運
搬
又
は
処

分
の
別
 

七
 

使
用
済
小

型
電

子
機
器
等

の
収

集
又

は
運
搬

の
用
に
供
す
る
施
設
 

八
 

使
用
済
小

型
電

子
機
器
等

の
処

分
の

用
に
供
す
る
施
設

の
所

在
地

、
構
造
及
び
設
備
 

九
～
十
 
（

略
）
 

（
注
）
六
～
八
号
に
つ
い
て
は
、
下
欄
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
 

 

小
型

家
電

リ
サ

イ
ク

ル
法

第

1
1
条

第
2
項

に
基

づ
く

変
更

届
出
 

(
注

）
 

そ
の

実
施

の
日

の
10

日
前

ま
で

に
、

届
出

書
を

主
務

大

臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
 

○
 

小
型
家
電
リ
サ

イ
ク
ル
法

施
行

規
則

第
1
0条

（
変
更
の

認
定

を
要

し
な
い
軽
微
な
変
更
）
 

一
 

法
第
10
条

第
2項

第
6号

に
規

定
す
る

者
に
係

る
変
更
で

あ
っ

て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
 

イ
 

氏
名
又

は
名
称

の
変
更
 

ロ
 

使
用

済
小

型
電

子
機

器
等

の
収

集
又

は
運

搬
を

行
う
者

の
変

更
で

あ
っ
て
、
委
託
し
て
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
委
託
す
る
者

の
責
任

の
範

囲
の
変

更
を
伴
わ

な
い

も
の
 

二
 

法
第
10
条

第
2項

第
7号

に
掲

げ
る
施

設
の
変

更
 

三
 

法
第
10
条

第
2項

第
8号

に
規

定
す
る

施
設
の

変
更
（
保

管
施

設
に

係
る
変
更
に
限
る
。
）
 

 

小
型

家
電

リ
サ

イ
ク

ル
法

第

1
1
条

第
3
項

に
基

づ
く

変
更

届
出
 

(
注

）
 

当
該

変
更

の
日

か
ら

30
日

以
内

に
、

届
出

書
を

主
務

大

臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
 

○
 

小
型
家
電
リ
サ

イ
ク
ル
法

第
1
0
条
第
2
項
 

一
 

申
請
者

の
名
称

又
は
氏
名

及
び

住
所

並
び
に

法
人
に
あ

っ
て

は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名
 

二
 

申
請
者
が

法
人

で
あ

る
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
役
員

（
業

務
を

執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を

い
い
、
相

談
役

、
顧

問
そ

の
他

い
か

な
る

名
称

を
有

す
る
者

で
あ

る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、

執
行
役
又

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

者
と

同
等

以
上

の
支

配
力
を

有
す

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。
次
項
第
4
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
氏
名
及
び

政
令
で

定
め
る
使

用
人

が
あ

る
と
き

は
、
そ
の

者
の

氏
名
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変
更

申
請
・

届
出
の
別
 

変
更

事
項
 

三
 

申
請
者
が

個
人

で
あ
る
場

合
に

お
い

て
、
政

令
で
定
め

る
使

用
人

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
氏
名
 

四
～
八
 
（
略

）
 

九
 

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等

の
再

資
源

化
に
関

す
る
研
究

開
発

を
行

お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
 

十
 

そ
の
他
主

務
省

令
で
定
め

る
事

項
 

 

(
注
)
 

認
定

申
請
の
手
引
き
を
基
に
当
省
が
作
成

し
た
。
 

  項
目

資
料

4-
⑴

-
②
 
立
入
検
査
に
お
け
る
主
な

指
摘
事
項

 

指
摘

事
項
 

事
業
者
 

指
摘

内
容
の

詳
細
 

指
導
・
助
言

の
内
容
 

①
 

再
資

源

化
事

業
の

委
託

先
や

資
源

の
売

却
先

が
再

資
源

化
事

業
計

画
と

異
な

る
 

  

Ａ
 

・
 
密
閉
型
蓄
電
池
の

処
理
を

申
請

書
に

記
載
し

て
い
る
処

理
委

託
先

以
外
に

委

託
し
て
い
る
。
 

・
 

ア
ル
ミ
系
産
物

を
申
請
書

に
記

載
し

て
い
る

者
以
外
に

売
却

し
て

い
る
。
 

・
 

コ
ー
ド
類
の
売
却
先
が
申

請
書

に
記

載
さ
れ
て
い
な
い
。
 

U
変
更
届
出
を
行
う
こ
と
 

Ｂ
 

・
 
残
さ
処
理
に
お

け
る

中
間

処
理

委
託

先
が
記

載
さ
れ
て

い
な

い
。
ま

た
、
委

託
し
て
い
る
残
さ
運

搬
業
者
が

複
数

で
あ

る
旨
が

明
示
さ
れ

て
い

な
い

。
 

・
 
一
部
の
売
却
先

事
業

者
が
社
名

変
更

し
て

い
る
が

、
旧
名
称

の
ま

ま
。
 

変
更
申
請
等
必
要
な
手
続
を
行
う
こ
と
 

Ｃ
 

・
 
銅
系
及
び
鉄
系
産
物

の
売

却
先

が
追

加
・
変
更

さ
れ
て

い
る

が
、
変

更
申
請

が
行
わ
れ
て
い
な
い

。
 

・
 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

系
産
物
の

受
入

ル
ー

ト
が
申

請
書
に
記

載
さ

れ
て

い
な
い

。
 

・
 

非
鉄
系
産
物
の
処

理
フ
ロ

ー
図

と
実

際
の
契

約
が
異
な

っ
て

い
る

。
 

変
更
申
請
を
行
う
こ
と
 

処
理
フ
ロ

ー
全
て

に
つ
い

て
、

申
請
内

容
と
合

致
し
て

い
る

か
再
度
確
認
す
る
こ
と
 

Ｄ
 

・
 

売
却
先
の
名
称
が

変
更
さ
れ
て
い
る

。
 

・
 

残
さ
処
理
に
お

い
て
一
部

運
搬

が
委

託
化
さ

れ
て
い
る

。
 

覚
書
等
で
売
却
契
約

の
継
続
性
を
担
保
す
る
こ
と
 

い
ず
れ
も
許
認
可
事
項
の
範

囲
外
で
あ
る
た
め
、

U
変
更
届

出

を
行
う
こ
と
 

- 106 -



指
摘

事
項
 

事
業
者
 

指
摘

内
容
の

詳
細
 

指
導
・
助
言

の
内
容
 

Ｅ
 

・
 
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系

産
物
、
密

閉
型

蓄
電

池
等
の

売
却
先

が
追

加
さ

れ
て
い

る
。 

・
 

処
理
残
さ
の
ダ
ス

ト
処
理

先
が

変
更

さ
れ
て

い
る
。
 

売
却
先
及

び
委
託

先
を
確

認
の

上
、
必

要
で
あ

れ
ば
追

記
・

修
正
す
る
な
ど
し
て
変
更
申
請
を
行
う
こ
と
 

②
 

個
人

情

報
保

護
対

策
が

不
適

切
又

は
再

資
源

化
事

業
計

画
と

異
な

る
 

 

Ｆ
 

・
 
再
資
源
化
事
業
計
画
に
お

い
て

、
盗

難
を
防

止
す
る
た

め
の

具
体

的
な
対

策

と
し
て

、「
シ
ャ
ッ

タ
ー
は

倉
庫

内
か

ら
で

な
い
と

開
け
ら
れ

な
い
」
と

さ
れ

て

い
る
が
、
倉
庫
外

部
に
施

錠
装

置
が

あ
り

、
外

部
か
ら

も
開

け
ら

れ
る

状
態
と

な
っ
て
お
り
、
事
実
が
記
載
内
容

と
異
な

っ
て
い

た
。
 

当
該
部
分

の
記
載

を
修
正

し
た

上
、
差

し
替
え

を
提
出

す
る

こ
と
 

Ｇ
 

・
 
入
退
出
管
理
に

つ
い

て
、
処

理
施
設

全
体
の

最
初
の
入

場
者

と
最

終
退
出

者

の
み
を
記
録
す
る
も

の
で
あ
り

、
盗

難
防

止
対
策

と
し
て
は

十
分

で
は

な
い

。
 

・
 
処
理
作
業
の
休
止

中
に
も

個
人

情
報

を
含
む

使
用
済
小

型
家

電
が

施
錠
の

な

い
作
業
台
の
上
に
置

か
れ
た
ま

ま
に

な
っ

て
お
り

、
盗

難
防

止
対

策
が

十
分
で

は
な
い
。
 

必
要
な
場
合
は
、
速
や
か
に
変
更
申
請
を
行
う
こ
と
 

施
錠
可
能

な
ボ
ッ

ク
ス
を

作
製

し
設
置

す
る
な

ど
、
適

切
な

対
策
を
行
う
こ
と
 

Ｈ
 

・
 

保
管
施
設
内
に

保
管
庫
が

設
置

さ
れ

て
い
な

い
。
 

保
管
庫
を
設
置
す
る
こ
と
 

Ｉ
 

・
 

回
収
か
ら
引
渡
し

ま
で
の

作
業

が
マ

ニ
ュ
ア

ル
化
さ
れ

て
い

な
い

。
 

・
 

保
管
施
設
の
入
退
室
管
理
が

十
分
で

は
な
い

。
 

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
こ
と
 

Ｊ
 

・
 
個
人
情
報
を
含
む
使

用
済

小
型

家
電

の
保
管

庫
の
位
置

が
再

資
源

化
事
業

計

画
と
相
違
し
て
い
る

。
 

・
 
盗
難
防
止
対
策
と
し

て
、
工

場
全
体

に
お
け

る
外
部
者
の

入
場
に

つ
い
て

は

「
入
退
室
一

覧
」
で

管
理

し
て

い
る

が
、
保
管

庫
へ
の

入
場
の

管
理
は

さ
れ
て

お
ら
ず
、
盗
難
防
止

対
策
と
し

て
適

切
で

は
な
い

。
 

保
管
庫
の
位
置
に
つ
い
て

U変
更
届
出
を
行
う
こ
と
 

保
管
庫
へ
の
入
場
に
つ
い
て
記
録
し
管
理
す
る
こ
と
 

③
 

回
収

、

管
理

及
び

処
分

の
方

法
が

再
資

源
化

事
業

計
画

と
異

Ｂ
 

・
 
再
資
源
化
事
業
計

画
に
記

載
し

て
い

る
回
収

方
法
及
び

回
収

拠
点

以
外
で

直

接
回
収
を
行
っ
て
い

る
。
 

変
更
申
請
等
必
要
な
手
続
を
行

う
こ
と
 

Ｅ
 

・
 

処
理
内
容
等
の
記

載
が
不

十
分

と
な

っ
て
い

る
。
 

・
 

行
っ
て
い
な
い
処

理
内
容

が
記

載
さ

れ
て
い

る
。
 

変
更
申
請
を
行
う
こ
と
 

Ｇ
 

・
 

管
理
方
法
の
フ

ロ
ー
図
が

、
実

態
に

則
し
て

い
な
い
部

分
が

み
ら
れ
る
。
 

疑
義
が
生

じ
な
い

よ
う
必

要
に

応
じ
て

管
理
方

法
の
見

直
し

を
行
い
、
速
や
か
に
変
更
申
請
す
る
こ
と
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指
摘

事
項
 

事
業
者
 

指
摘

内
容
の

詳
細
 

指
導
・
助
言

の
内
容
 

な
る
 

Ｋ
 

・
 
処
分
方
法
に
つ

い
て

、
再

資
源

化
事

業
計
画

に
お
い
て

は
、
磁

力
選

別
の
前

に
手
選
別
を
す
る
こ

と
と
さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

、
実

際
に
は

簡
易

磁
力

選
別
の

後
に
ス
テ
ン
レ
ス
等

の
手
選
別

を
行

っ
て

い
る
。
 

再
資
源
化
事
業
計
画
を
修
正
す
る
こ
と
 

Ｌ
 

・
 

回
収
拠

点
を
複

数
と

し
て

い
る

と
こ

ろ
、

実
際

は
1
箇

所
の

み
で

回
収

し
て

お
り
、
再
資
源
化
事

業
計
画
と

実
態

が
相

違
し
て

い
る
。
 

回
収
拠
点

を
再
資

源
化
事

業
計

画
と
合

致
さ
せ

る
か
現

状
に

合
わ
せ
て
変
更
申
請
を
行
う
こ
と
 

④
 

認
定

事

業
者

等
の

役
員

が
再

資
源

化
事

業
計

画
と

異
な

る
 

Ｆ
 

・
 
使
用
済
小
型
家
電
の

収
集

、
運

搬
又

は
処
分

を
行
う
者

の
代

表
取

締
役
が

変

更
さ
れ
た
が
、
変
更

届
出
が
行

わ
れ

て
い

な
い
。
 

速
や
か
に

U変
更
届
出
を
行
う
こ
と
 

Ｇ
 

・
 

退
任
し
て
い
る
常

務
取
締

役
が

再
資

源
化
事

業
計
画
に

記
載

さ
れ

て
い
る

。
 
速
や
か
に

U変
更
届
出
を
行
う
こ
と
 

Ｋ
 

・
 

役
員
が
変
更
さ

れ
た
が
、

変
更

手
続

が
行
わ
れ
て
い
な
い

。
 

U
変
更
手
続
を
行
う
こ
と
 

Ｍ
 

・
 
使
用
済
小
型
家

電
の

処
分
を

行
う
者

の
代
表
者
が
変
更

さ
れ

た
が

、
代
表

者

氏
名
の
変
更
届
出
が

行
わ
れ
て

い
な

い
。
 

U
速
や
か
に
変
更
届
出
を
行
う
こ
と
 

Ｎ
 

・
 

役
員
が
変
更
さ
れ

た
が
、

変
更

届
出

が
行
わ
れ
て
い
な
い

。
 

U
変
更
届
出
を
行
う
こ
と
 

⑤
 

運
搬

車

に
必

要
な

表
示

や
書

面
の

備
付

け
が

行
わ

れ
て

い
な

い
 

Ｇ
 

・
 

運
搬
車
の
表
示

に
認
定
番

号
が

記
載

さ
れ
て

い
な
い
。

 

・
 
小
型
家
電
リ
サ
イ

ク
ル
法

施
行

規
則

第
8
条

第
2
項
で

求
め

る
書

面
を
携

帯

し
て
い
な
い
。
 

運
搬
車
の
表
示
に
認
定
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
 

必
要
な
書
面
を
運
搬
車
に
携
帯
す
る
こ
と
 

Ｊ
 

 

・
 

運
搬
車
に
必
要
な

書
面
の

携
帯

を
行

っ
て
い

な
い
。
 

 

運
搬
車
に
は
認
定
書
の
か
が
み

に
加
え
、
認
定
書
の
2枚

目
及

び
運
搬
先

の
事
務

所
の
名

称
、

所
在
地

、
連
絡

先
を
記

載
し

た
書
面
を
備
え
付
け
る
こ
と
 

Ｌ
 

・
 

運
搬
車
に
必
要
な

書
面
の

携
帯

を
行

っ
て
い

な
い
。
 

速
や
か
に
携
帯
す
る
こ
と
 

Ｏ
 

・
 

運
搬
車
に
表
示
及

び
必
要

な
書

面
の

携
帯
を

行
っ
て
い

な
い

。
 

改
善
結
果
を
写
真
撮
影
等
で
報
告
す
る
こ
と
 

⑥
 

保
管

施

設
等

の
表

示
等

が
不

適
切
 

Ｂ
 

・
 

積
替
保
管
施
設
の

名
称
に

誤
記

載
が

あ
る
。
 

変
更
申
請
等
の
必
要

な
手
続
を
行
う
こ
と
 

Ｇ
 

・
 

再
資
源
化
事
業
計

画
に
保

管
場

所
が

記
載
さ

れ
て
い
な

い
。
 

・
 

保
管
場
所
に
表

示
が
さ
れ

て
い

な
い

。
 

修
正
後
の

平
面
図

を
送
付

す
る

と
と
も

に
、
実

際
の
保

管
場

所
に
表
示
を
行
う
こ
と
 

Ｊ
 

・
 
保
管
場
所
の
表
示

が
廃
棄

物
処

理
法

に
基
づ

く
保
管
基

準
に

準
拠

し
た
形

式

と
な
っ
て
い
な
い
。
 

廃
棄
物
処
理
法
に
準
拠
し
た
形
式
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
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指
摘

事
項
 

事
業
者
 

指
摘

内
容
の

詳
細
 

指
導
・
助
言

の
内
容
 

Ｐ
 

・
 
積
替
保
管
場
所
で

あ
る
旨

の
表

示
及

び
保
管

場
所
で
あ

る
旨

の
掲

示
板
が

設

置
さ
れ
て
い
な
い
。
 

掲
示
板
を
設
置
す
る
こ
と
 

⑦
 

管
理

伝

票
の

記
載

が
不

適
切
 

Ｇ
 

・
 

管
理
伝
票
に
関

し
て
、
伝

票
の

交
付

者
と
様

式
が
一
致

し
て

い
な

い
。
 

伝
票
の
交
付
者
と
様
式
が
一
致
す
る
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と
 

Ｉ
 

・
 

管
理
伝
票
に
関

し
て
、
申

請
内

容
と

実
態
が

異
な
る
。

 
速
や
か
に
申
請
内
容
と
実
態
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
 

(
注
）

1
 
当

省
の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

2
 

「
指

摘
事
項
」
の
「
①
 
再
資
源
化
事
業
の

委
託
先
や

資
源

の
売

却
先
が

再
資
源
化

事
業

計
画

と
異
な
る
」
欄
に
つ
い
て
、
変
更
申
請
を
行
う
よ
う
指
導
し
て
い
る

場
合

に
は
波
線
、
変
更
届
出
を
行
う
よ
う

指
導
し

て
い
る
場

合
に

は
下

線
を
付

し
て
い
る

。
 

3
 

「
指

摘
事
項
」
の
「
④
 
認
定
事
業
者

等
の

役
員
が
再

資
源

化
事

業
計
画

と
異
な
る

」
欄

に
つ

い
て
、
変
更
届
出
を
行
う
よ
う
指
導
し
て
い
る
場
合
に
は
下
線
を
付

し
て

い
る
。
 

4
 

「
積

替
保
管
場
所
」
「
積
替
保
管
施
設
」

と
は

、
廃
棄
物

の
運

搬
途

中
に
廃

棄
物
を
車

両
か

ら
降

ろ
し
、
一
時
保
管
と
積
替
え
を
行
う
場
所
・
施
設
の
こ
と
で
あ

る
。
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項目資料4-⑴-③ 資源の売却先の実態が再資源化事業計画と異なる例 

事業者 事例概要 

Ｑ  再資源化事業計画の認定要件として、小型家電リサイクル法施行規則第4条第1号では、

使用済小型家電の引取りから処分が終了するまでの一連の行程が明らかであることとされ

ており、同条第4号では、破砕、選別その他の方法により、使用済小型家電に含まれる鉄、

アルミニウム、銅、金、銀、白金、パラジウム及びプラスチックを高度に分別して回収

し、その回収物について、自ら再資源化等を行うか、再資源化等を業として行うことがで

きる者に引き渡すこととされている。また、認定申請の手引きでは、再資源化事業計画の

認定に当たって、使用済小型家電に含まれる各資源について、どのように分離し、誰に売

却を行うかなどについて同計画に記載することとされている。 

しかしながら、当該事業者は、認定を受けた再資源化事業計画に記載されていない事業

者に対して雑線を売却している状況がみられた。当該事業者は、認定を受けた当初から同

事業者に雑線を売却しており、認定申請時から同計画に記載されていない状況となってい

た。当該事業者は、雑線の売却先が同計画に記載されていない理由について、環境省及び

経済産業省からこれまで指摘がなかったためとしている。 

 東北地方環境事務所及び東北経済産業局は、平成28年10月19日に当該事業者に対して合

同で立入検査を実施した際に再資源化事業計画に記載されていない事業者に対して低品位

基盤（電子基板）を売却していることについて指摘し変更申請を行うよう指導している一

方で、当省が把握した再資源化事業計画に記載されていない雑線の売却先については指摘

していなかった。 

 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

項目資料4-⑴-④ 認定事業者等の役員の実態が再資源化事業計画と異なる例 

事業者 事例概要 

Ｉ 小型家電リサイクル法第 11 条第 3 項及び小型家電リサイクル法施行規則第 12 条におい

て、法人にあっては、①代表者の氏名、②役員の氏名、③本店又は支店等の代表者の氏名

に変更があった場合は、当該変更の日から 30日以内に環境大臣又は経済産業大臣に届ける

ものとされている。 

当該事業者は、当初、再資源化事業計画において、①代表者 2人、②役員 15人、③本店

又は支店等の代表者 1 人を記載して認定を受けている。その後、平成 28 年 7 月 31 日まで

に、①代表者 1人、②役員 11人、③本店又は支店等の代表者 1人について変更していると

ころ、代表者である代表取締役社長 1 人の変更については 27 年 7 月 15 日に変更届出を行

っているが、他の役員については変更届出を行っていない。 

中国四国地方環境事務所及び中国経済産業局は、平成 27年 11月 15日に当該事業者に対

して合同で立入検査を行っている。認定から 27 年 4 月 1 日までに少なくとも役員 10 人と

本店又は支店等の代表者 1 人が変更されており、再資源化事業計画に記載された役員等と

実態が異なっているにもかかわらず、上記の立入検査では、その相違について指摘されて

いなかった。 
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当省の調査において、立入検査に関する記録を確認したところ、中国四国地方環境事務

所及び中国経済産業局は、代表取締役社長の変更について届出を行った平成 27 年 7 月 15

日以降しか役員等が交代したか確認していなかった。 

 

Ｒ 小型家電リサイクル法第11条第3項及び小型家電リサイクル法施行規則第12条において、

法人にあっては、①代表者の氏名、②役員の氏名、③本店又は支店等の代表者の氏名に変

更があった場合は、当該変更の日から30日以内に環境大臣又は経済産業大臣に届けるもの

とされている。 

当該事業者では、平成28年5月31日に役員改選により役員1人が退任しているが、当省が

調査したところ、当該変更の日から30日経過しているにもかかわらず、変更届出は行われ

ていない。なお、当省が調査した時点では、当該事業者は近畿地方環境事務所及び近畿経

済産業局の立入検査を受検していない。 

 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

項目資料4-⑴-⑤ 再資源化事業の委託先に対する監督の措置を講じていない例 

事業者 事例概要 

Ｑ 小型家電リサイクル法施行規則第4条第6号では、再資源化事業計画の認定要件として、委

託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督につ

いて、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講ずること

とされている。 

当該事業者は、再資源化事業計画において、委託先の監督として委託先事業者に対して事

前調査シートを用いた監査を行うこととしている。しかしながら、委託先事業者の一部に対

して、認定を受けた当初から一度も監査を実施していない状況がみられた。当該事業者は、

監査を実施していない理由について、特段の事情はないとしており、今後実施したいとして

いる。 

東北地方環境事務所及び東北経済産業局は、平成28年10月19日に当該事業者に対して合同

で立入検査を行っているが、委託先事業者に対して監査を実施していないことについて指摘

していなかった。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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項目資料4-⑵-① 市町村説明会における認定事業者以外の再資源化事業者への引渡しに関する説明資

料（平成26年度） 
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(注) 環境省の資料による。 

項目資料4-⑵-② 小型家電リサイクルを実施していないと認識していたため、認定事業者以外の再資

源化事業者の事業内容の適正性について未確認の市町村（平成27年度） 

区 分 市町村数（割合） 

小型家電リサイクルを実施しているとの認識がなかったことから、認定事業者

以外の再資源化事業者の事業内容の適正性を確認等について未実施 

13市町村

（39.4％） 

(注)1 当省の調査結果による。 

2 （ ）は、認定事業者以外の再資源化事業者に引き渡している33市町村に占める割合を表す。 
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項目資料4-⑵-③ 小型家電リサイクルを実施していると認識している20市町村における認定事業者以

外の再資源化事業者の事業内容の適正性の確認等の状況について（平成27年度） 

（適正性の確認等の実施状況） 

適正性の確認等の内容 

確認等を実施して

いる市町村数 

（割合） 

確認等を実施して

いない市町村数 

（割合） 

確認が不要な市町

村数 

（割合） 

ⅰ 再資源化事業の全部又は一部を

他人に委託する場合における委託

先や、中間処理工程で少なくとも

「鉄、アルミ、非鉄金属類、プラ

スチック、その他」に高度に分別

されているかについて

7市町村 

（35.0％） 

13市町村 

（65.0％） 

－ 

ⅱ 密閉型蓄電池の処理先の適正性

について 

5市町村 

（25.0％） 

13市町村 

（65.0％） 

2市町村 

（10.0％） 

※ 携帯電話等に使用

されている密閉型蓄

電池を外した上で引

渡しを実施 

ⅲ フロン類の破壊の回収及び破壊

を行う者の適正性について 

4市町村 

（20.0％） 

8市町村 

（40.0％） 

8市町村 

（40.0％） 

※ フロン類を使用し

ている使用済小型家

電を回収していない。 

ⅳ 監視カメラや鍵付保管箱等で適

切な個人情報漏えい防止対策がな

されているかについて 

7市町村 

（35.0％） 

12市町村 

（60.0％） 

1市町村 

（5.0％） 

※ 個人情報漏えい防

止対策が必要なパソ

コン、携帯電話端末等

について、認定事業者

以外の再資源化事業

者に対して引き渡し

ていない。 

ⅴ 事業者が通電検査の実施による

動作確認や大きな破損や傷、汚れ

が無いか等の確認を行っているか

について 

1市町村 

（5.0％） 

12市町村 

（60.0％） 

7市町村 

（35.0％） 

※ 引渡先の認定事業

者以外の再資源化事

業者において再使用

していない。 

ⅵ 再資源化された金属の数量等の

事業終了報告による再資源化事業

の実施状況について 

4市町村 

（20.0％） 

16市町村 

（80.0％） － 

(注)1 当省の調査結果による。 

2 （ ）は、小型家電リサイクルを実施していると認識している20市町村に占める割合を表す。 
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（確認等を実施していない理由） 

確認等を実施していない理由 市町村数（割合） 

① 契約ガイドラインに記載されている適正性の確認の必要性や確認内容

について認識不足のため 
10市町村（50.0％） 

② 認定事業者の再資源化事業計画において収集運搬業者や中間処理業者

などの関連会社と位置付けられている事業者であることから適正に処理

されていると考えたため 

1市町村（5.0％） 

③ 引渡先の認定事業者以外の再資源化事業者から認定事業者に引き渡さ

れていることから適正に処理されていると考えたため 
3市町村（15.0％） 

④ 認定事業者と誤認したため 1市町村（5.0％） 

⑤ 適切に再資源化を行うことを契約で求めており、改めて確認が不要と

考えたため 
2市町村（10.0％） 

⑥ 有償で引き渡している、又は今までに問題が生じたことがないため 2市町村（10.0％） 

⑦ 事業者が市町村ごとに再資源化された金属量を算出することが困難な

ため 
2市町村（10.0％） 

(注)1 当省の調査結果による。 

2 （ ）は、小型家電リサイクルを実施していると認識している20市町村に占める割合を表す。 

  3 市町村によっては、①から⑦までの理由について、複数該当している場合がある。 

4 ⅵの事項（再資源化された金属の数量等の事業終了報告による再資源化事業の実施状況につい

て）のみに関連する理由については、その行に網掛けを付している。 

項目資料4-⑵-④ 再資源化事業の内容の適正性の確認等に当たっての国に対する意見・要望 

区  分 市町村数（割合） 

認定事業者以外の再資源化事業者の事業の内容に対する適正処理の確認等の

方法について、契約ガイドラインの内容では不明確なため、契約書の内容、現

地調査における確認方法などについて、標準的な方法や実例等を示すなど、市

町村が取り組むべき点を明確にしてほしい 

4市町村 

（12.1％） 

(注)1 当省の調査結果による。 

2 （ ）は、認定事業者以外の再資源化事業者に引き渡している33市町村に占める割合を表す。 
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項目資料4-⑶-①-ⅰ 排出時における個人情報の削除に関する周知の実施状況 

No. 周知の実施状況 市町村数（割合） 

1 市町村のホームページに掲載 73市町村（84.9％） 

2 回収場所に注意書きを掲示 66市町村（76.7％） 

3 
市町村が発行している広報誌や小型家電リサイクルに関する

チラシに掲載 
48市町村（55.8％） 

4 
市町村が作成した冊子（ごみの出し方ガイドラインなど）等

に掲載 
44市町村（51.2％） 

 合  計 86市町村（100％） 

(注)1 当省の調査結果による。 

2 複数の措置を実施している市町村があることから、各措置を実施している市町村数の 

総数と「合計」は一致しない。 

  3 （ ）は、周知を実施している86市町村に占める割合を表す。 

 

 

項目資料4-⑶-①-ⅱ 市町村のホームページに掲載されている例  

№ 概  要 

1 

香川県三豊市では、同市ホームページの小型家電リサイクルに関するページにおいて、個

人情報が含まれる使用済小型家電を排出する際は、排出前にデータを削除するよう周知して

いる。 
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2 

岐阜県高山市では、同市ホームページのごみの出し方に関するページにおいて、個人情報

が含まれる使用済小型家電を排出する際には、個人情報のデータ消去は排出者の責任である

旨を掲載している。また、データ消去の方法について詳細に掲載している。 

 

(注)1 当省の調査結果による。 

    2  No.1の該当箇所の破線枠は当省が付した。  
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項目資料4-⑶-①-ⅲ 市町村が発行している小型家電リサイクルに関するチラシに掲載している

例 

概  要 

滋賀県米原市では、回収ボックスによる小型家電リサイクル開始を周知するためのチラシにお

いて、個人情報を削除してからボックスに入れるよう周知している。 

 

(注)1 当省の調査結果による。 

  2 湖北広域行政事務センターは、米原市及び長浜市によって組織されている一部事務組合で

ある。 

  3 該当箇所の破線枠は当省が付した。 
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項目資料4-⑶-①-ⅳ 市町村が作成したごみの出し方ガイドラインなどの冊子に掲載している例 

概  要 

三重県鳥羽市は、市内のごみの分別・排出方法をまとめた資料を作成している。同市では、「小

型家電」の欄を設けて排出方法や回収対象品目を示しており、その中で、排出前に個人情報を削

除するよう記述している。 

 

 

(注)1 当省の調査結果による。 

2 該当箇所の破線枠は当省が付した。 
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項目資料4-⑶-② 排出時における個人情報の削除に関する周知を実施していない理由 

未実施理由 市町村数（割合） 

 個人情報の漏えいが発生していない等の理由から周知の必要性を認

識していなかった。 
12市町村（34.3％） 

 小型家電リサイクルを実施しているという認識がなかった。 10市町村（28.6％） 

回収ボックスや保管場所時における個人情報の漏えい防止措置のみ

で十分と認識していた。 
6市町村（17.1％） 

個人情報を削除するよう注意喚起することが必要な回収方法を実施

していないと認識していた。 
5市町村（14.3％） 

 携帯電話端末など、個人情報が多く含まれる使用済小型家電の回収量

が少ない。 
2市町村（5.7％） 

合  計 35市町村（100％） 

(注)1 当省の調査結果による。 

2 （ ）は、周知を実施していない35市町村に占める割合を表す。 

 

 

項目資料4-⑶-③-ⅰ 回収物の保管場所における個人情報保護対策の実施状況 

No. 概  要 市町村数（割合） 

1 施錠が可能な室内で保管 76市町村（74.5％） 

  回収物全てを施錠が可能な室内で保管  55市町村（53.9％） 

  パソコン及び携帯電話端末等のみ、施錠が可能な室内で保管  20市町村（19.6％） 

  パソコン及び携帯電話端末等以外の回収物を施錠が可能な室内で保管   1市町村（ 1.0％） 

2 施錠が可能な箱等で保管 12市町村（11.8％） 

  回収物全てを施錠が可能な箱等で保管  5市町村（4.9％） 

  パソコン及び携帯電話端末等のみ、施錠が可能な箱等で保管  7市町村（6.9％） 

3 回収後速やかに物理的に破壊 11市町村（10.8％） 

  回収物全てを回収後速やかに物理的に破壊  2市町村（2.0％） 

  パソコン及び携帯電話端末等のみ、回収後速やかに物理的に破壊  9市町村（8.8％） 

4 施設の出入口を施錠 19市町村（18.6％） 

5 監視カメラによる監視 8市町村（7.8％） 

6 その他（職員の目につきやすい場所で保管等） 6市町村（5.9％） 

合  計 102市町村（100％） 

(注)1 当省の調査結果による。 

2 複数の措置を実施している市町村がいることから、各措置を実施している市町村数の総数

と「合計」は一致しない。 

3 （ ）は、回収物の保管場所における個人情報保護対策を実施している102市町村に占め

る割合を表す。 
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項目資料4-⑶-③-ⅱ 回収物の保管場所における個人情報の漏えい防止措置の実施内容の例 

概  要 

大阪府大阪市では、回収した使用済小型家電全て（パソコン、携帯電話等含む。）について、施

錠可能なコンテナで保管している。 

 

 

(注) 当省の調査結果による。 

 

 

項目資料4-⑶-④ 回収物の保管場所における個人情報の漏えい防止措置を実施していない理由 

概  要 市町村数（割合） 

小型家電リサイクルを実施しているという認識がなかった。 6市町村（50.0％） 

パソコンや携帯電話端末等の個人情報保護対策が必要な使用済小型

家電を回収している認識がなかった。 
2市町村（16.7％） 

保管場所における個人情報保護対策の必要性を認識していなかった。 1市町村（8.3％） 

個人情報が含まれる使用済小型家電の回収量が少ない。 1市町村（8.3％） 

排出時における個人情報の削除に関する周知のみで十分と認識して

いた。 
1市町村（8.3％） 

市内の全てのごみ集積所に対策を講ずることが困難なため。 1市町村（8.3％） 

合  計 12市町村（100％） 

(注)1 当省の調査結果による。 

2  （ ）は、回収物の保管場所における個人情報保護対策を実施していない12市町村に占め

る割合を表す。また、小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100とならない。 
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項目資料 4-⑶-⑤-ⅰ 回収ボックスにおける個人情報保護対策の実施状況 

No. 周知の実施状況 市町村数 

1 回収ボックスから回収物を取り出すための扉の施錠 66市町村（93.0％） 

2 回収ボックスを施錠可能な室内に設置 65市町村（91.5％） 

3 投入口からの抜取りを防止するためのスライダーなどを設置 44市町村（62.0％） 

4 
携帯電話用の穴開けパンチを設置し、住民が回収ボックスに投

入する前に物理的に破壊 
14市町村（19.7％） 

5 その他（回収ボックスを職員の目が常に届く所に設置など） 17市町村（23.9％） 

 合  計 71市町村（100％） 

(注)1 当省の調査結果による。 

2 複数の措置を実施している市町村があることから、各措置を実施している市町村数の総数

と「合計」は一致しない。 

  3 （ ）は、回収ボックスにおける個人情報保護対策を実施している71市町村に占める割合

を表す。 

 

 

項目資料 4-⑶-⑤-ⅱ 回収ボックスにおける個人情報の漏えい防止措置の実施内容の例 

概  要 

愛知県田原市では、回収ボックス上部に携帯電話用の破砕機を設置し、排出時、排出者が自ら

排出物を物理的に破壊できるようにしている。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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村
（
94
.
3
％
）
 
※

91
.
4
ポ
イ
ン
ト
向
上
 

 

山
形
県
で
は
、
平
成

2
5
年
度

か
ら

、
管

内
に
所

在
す
る
国

の
認

定
事

業
者
以

外
の
再
資
源
化
事
業
者
に
つ
い
て
、
使
用
済
小
型
家
電
の

再
資
源
化

を
適
正
に
実
施
し
得
る

者
か
否

か
の

確
認

を
行
い

、
「
山
形
県

リ
サ
イ

ク
ル
シ

ス
テ
ム
認
証
制
度
」
に
よ
り
そ
の
再
資
源
化
事
業
者
の
リ
サ
イ
ク
ル
シ

ス
テ
ム
を
認
証
し
て
い

る
（
平

成
2
8
年

8
月

31
日

現
在
、

当
該

認
証

制
度
に

よ
り
認
証
を
受
け
て
い
る
認
定
事
業
者
以
外
の
再
資
源
化
事
業
者
は

2

事
業
者
）
。
 

山
形
県
は
、
上
記
の
再

資
源
化

事
業

者
の

適
正
性

に
つ
い
て

、
契

約
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン
の
別
添
の
「
認
定
事
業
者
以
外
の
再
資
源
化
事
業
者
へ
の
引
渡

し
に
つ
い
て
」

（
注
）
に
沿
っ

て
、

書
面

審
査
及

び
現
地
ヒ

ア
リ

ン
グ

調
査
に

よ
り
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
形
県
独
自
の
認
証
基
準
と
し
て
「
地

域
連
携
性
」
「
環
境
改

善
性
」

「
事

業
継

続
性
」

「
安
全
性

」
に

つ
い

て
の
審

査
も
行
っ
て
い
る
。
 

(
注
) 

契
約
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
別
添
の
「
認
定
事
業
者
以
外
の
再
資
源
化
事
業
者
へ
の
引
渡
し
に
つ
い
て
」
で
は
、
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
第

1
0
条
第

3
項
第

1
号
（
再
資
源
化
事

業
の
内
容
）
、
第

3
号
（
施
設
の
能
力
）
及
び
第

4
号
（
欠
格
要
件
）
並
び
に
廃
棄
物
処
理
法
の
遵
守
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
認
定
事
業
者
の
要
件
か
ら
、
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク

ル
法
第

1
0
条
第

3
項
第

2
号
（
収
集
区
域
）
の
要
件
を
除
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 

 こ
の
結
果
、
市
町
村

の
確
認
の

前
に

山
形

県
が
契

約
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
等

を
用
い

て
事
前
に
確
認
し
認
証
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
市
町
村
に
よ
る
適
正

処
理
の
確
認
の
負
担
を
軽
減
し

て
い

る
。
 

こ
れ
に
よ
り
、
市
町

村
実
態
調

査
に

よ
り

契
約
事

業
者
が
確

認
で

き
る

管
内
の

2
3
参
加
市
町
村
の
う
ち
、
2
1
市
町
村
が
本
認
証
制
度
に
よ
り
リ
サ

イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
認

証
を
受

け
た

事
業

者
と
契

約
し
て
い

る
。
 

 

②
 

山
形

県
 

平
成

2
5
年

4
月
：
1
／

3
5
市

町
村

（
2.
9
％

）
 

→
 
平

成
2
8
年

4
月

：
3
3
／

35
市

町
村
（
94
.
3
％
）
 
※

91
.
4
ポ
イ
ン
ト
向
上
（
再
掲
）
 

 山
形
県
で
は
、
平
成

2
5
年
度
か

ら
独

自
の

取
組
と

し
て
、
管

内
の

市
町

村
と
小

型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
研
究
会
を
開
催
し
、
市
町
村
の
小
型

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
の
実

施
に
係

る
課

題
や

対
応
策

、
取
組
状

況
、

山
形
県

に
対

す
る
要
望
な
ど
を
把
握
し
、
把
握
し
た
情
報
を
管
内
市
町
村
と
共
有
し

て
い
る
。
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事
例

分
類
 

都
道

府

県
名
 

管
内

に
お
け

る
小
型

家
電
リ
サ

イ
ク

ル
実

施
市
町
村
数
（
実
施
率
）
 

事
例

の
内
容
 

 
大

分
県
 

平
成
2
5
年
4月

：
1／

1
8
市
町
村
（

5
.
6
％
）

 
→
 

平
成
28
年

4
月

：
16
／

1
8市

町
村
（
8
8
.
9
％
）
 
※
8
3
.3
ポ
イ
ン
ト
向
上
 

 

大
分
県
で
は
、
小
型

家
電
リ
サ

イ
ク

ル
の

実
施
を

推
進
す
る

た
め

、
独

自
の
取

組
と
し
て
、
平
成
22
年
7
月
に
レ
ア
メ
タ
ル
リ
サ
イ
ク
ル
連
絡
会
議

を
設
置
し
、
レ
ア
メ
タ

ル
リ
サ

イ
ク

ル
に

関
す
る

情
報
の
共

有
、

課
題

の
整
理

等
を
行
い
、
事
業
の
可
能
性
に
対
す
る
意
見
交
換
、
検
討
を
行
っ
て
き

た
。
 

さ
ら
に
、
独
自
の
取

組
と
し
て

、
平

成
23
年

度
か

ら
2
5年

度
ま

で
に
か

け
て
、

上
記
の
連
絡
会
議
で
の
検
討
結
果
等
を
い
か
し
、
使
用
済
小
型
家
電

回
収
モ
デ
ル
事
業
を
実

施
す
る

こ
と

と
し

、
複
数

市
町
村
に

同
事

業
の

実
施
に

つ
い
て
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
り
、
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
の
実
施
を
働

き
か
け
た
。
 

加
え
て
、
同
事
業
で
は

、
管
内

の
一

部
市

町
村
に

お
い
て
使

用
済

小
型

家
電
の

回
収
に
係
る
実
証
実
験
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
小
型
家
電
リ
サ

イ
ク
ル
に
関
す
る
各
種
デ
ー
タ

を
収

集
し

て
課
題

を
明
確
に

す
る

こ
と

で
、
小

型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
施
行
に
対
応
で
き
る
安
全
か
つ
効
率
的
な
回

収
シ
ス
テ
ム
を
検
討
し
、
検
討

結
果

に
つ

い
て
上

記
の
連
絡

会
議

で
管

内
の
一

部
市
町
村
に
共
有
し
た
。
 

 

③
 

山
形

県
 

平
成

2
5
年

4
月
：
1
／

3
5
市

町
村

（
2.
9
％

）
 

→
 
平

成
2
8
年

4
月

：
3
3
／

35
市

町
村
（
94
.
3
％
）
 
※

91
.
4
ポ
イ
ン
ト
向
上
（
再
掲
）
 

 山
形
県
で
は
、
小
型

家
電
リ
サ

イ
ク

ル
の

実
施
を

推
進
す
る

た
め

、
管

内
一
部

地
域
の
市
町
に
お
い
て
平
成
2
6
年
度
及

び
2
7
年
度

に
イ
ベ

ン
ト
回
収

（
期
間
を
限
定
し
た
対

面
回
収

）
を

実
施

す
る
に

当
た
っ
て

、
山

形
県

の
支
庁

が
、
ⅰ
）
認
定
事
業
者
や
認
定
事
業
者
以
外
の
再
資
源
化
事
業
者
の
紹

介
、
ⅱ
）
周
知
用
チ
ラ

シ
の
例

を
作

成
し

提
案
す

る
な
ど
回

収
に

際
し

て
助
言

等
を
実
施
し
た
。
 

ま
た
、
平
成
2
7
年
度

の
小
型
家

電
リ

サ
イ

ク
ル
の

実
施
に
当

た
っ

て
は

、
山
形

県
の
支
庁
自
ら
、
上
記
の
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
の
実
施
に
つ
い

て
、
広
域
の
事
業
と
し
て
の
チ

ラ
シ

を
作

成
し
周

知
す
る
な

ど
に

よ
り

、
広
報

に
協
力
し
た
。
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事
例

分
類
 

都
道

府

県
名
 

管
内

に
お
け

る
小
型

家
電
リ
サ

イ
ク

ル
実

施
市
町
村
数
（
実
施
率
）
 

事
例

の
内
容
 

 
香

川
県
 

平
成
2
5
年
4月

：
3／

1
7
市
町
村
（

1
7
.
6％

）
 
→

 
平
成
2
8
年

4
月

：
1
7
／

1
7市

町
村
（
1
0
0
％
）
 
※
8
2.
4
ポ
イ
ン
ト
向
上
 

 香
川
県
で
は
、
管
内

市
町
村
の

小
型

家
電

リ
サ
イ

ク
ル
の
実

施
を

推
進

す
る
た

め
、
平
成
2
4
年
7
月
4
日
に
開
催
さ
れ
た
「
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等

リ
サ
イ
ク
ル
制
度
担
当

課
長
会

」
及

び
同

年
7
月
1
3
日

に
開

催
さ

れ
た

「
『

小
型

電
子
機

器
等
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
構
築
協
力
地
域
』
2
市
4町

意
見
交

換
会
」
に
お
い
て
、
香

川
県
か

ら
管

内
市

町
村
に

環
境
省
の

実
証

事
業

へ
の
応

募
に
向
け
て
働
き
か
け
る
な
ど
、
管
内
市
町
村
と
精
力
的
に
調
整
を
進

め
、
香
川
県
が
実
証
事

業
の
申

請
を

取
り

ま
と
め

、
実
証
事

業
に

応
募

す
る
市

町
村
の
負
担
を
軽
減
し
た
。
こ
の
結
果
、
管
内
17
市

町
村

の
う
ち
、
1
4

市
町
村
が
実
証
事
業
を

実
施
し

、
2
5
年
度

中
に
小

型
家
電
リ

サ
イ

ク
ル

を
実
施

す
る
に
至
っ
た
。
 

ま
た
、
管
内
1
3
市
町

村
が
実
施

し
た

平
成

2
4
年
度

（
第
二
次

）
の

実
証

事
業
で

は
、
同
事
業
を
通
じ
て
、
香
川
県
も
広
報
チ
ラ
シ
を
作
成
し
、
管
内

の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や

ス
ー

パ
ー

マ
ー
ケ

ッ
ト
な
ど

に
広

報
チ

ラ
シ
を

配
布
す
る
こ
と
に
よ
り
、
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
の
実
施
に
つ
い
て
周

知
し
た
。
 

 

（
注

）
1
 「

小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
管
内
実
施
市
町

村
数
（

実
施

率
）」

に
つ
い

て
は
、

市
町

村
実

態
調
査

の
結
果
を
基
に
当
省
が
作
成
し
た
。
 

 
 

 
2
 
 当

省
の
調
査
結
果
に
よ
り
、
報

告
書
の
本
文
中

の
①

か
ら

③
ま
で
に

分
類
さ

れ
る

事
例

の
内
容

に
つ
い
て
、
「
事
例
の
内
容
」
欄
に
記
載
し
て
い
る
。
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項目資料5-⑵-① 平成28年度市町村実態調査の調査票に示されている使用済小型家電リサイクルへ

の取組状況及び回収状況に関する設問の内容（抄） 

平成28年4月1日現在の貴市区町村における使用済小型家電リサイクルへの取組状況等についてお

伺いします。 

※ 回答は、「回答票（別添のエクセルファイル）」に入力してください。 

※ 「総務省全国地方公共団体コード（6桁）」、「平成28年4月1日現在の推計人口」は誤りなく

必ず記入してください。 

※ 特に指示がなければ、実績は平成27年度の実績を記入してください。 

※ 選択肢は、指示のある場合を除き、最も当てはまるものを1つだけ選択してください。 

※ その他回答票に数値を記載する場合は必ず半角数字で入力してください。 

※ U一部事務組合を通じて回収する場合も実施に含めます。その場合、設問には一部事務組合での

実施状況も踏まえて御回答ください。ただし、回収量・回収箇所数・期間等の数値データについ

ては「市区町村単位で記入」してください（回収量については、一部事務組合分を回答する場合

は他の構成市区町村と調整の上、集計の際にダブルカウントとならないように案分して算出して

ください。）。 

 

（略） 

 

1．使用済小型家電リサイクルへの取組状況【問1～問3】 

  問1 貴市区町村における現在の使用済小型家電リサイクルへの取組状況についてお伺いしま

す。使用済小型家電の回収・処理の実施状況について、該当するものを「ひとつ」選んでく

ださい。 

※ U一部事務組合を通じ回収する場合も実施に含めるものとして御回答ください。 

 

    1．実施中       ⇒2．【問4】以降の全ての設問に御回答ください。 

    2．実施に向けて調整中 ⇒2．【問4】、3.【問6】、5.【問16～17】に御回答ください。 

    3．実施しない 

    4．未定 

 

問2・3（略） 

 

2．使用済小型家電の回収状況【問4】 

問4 【問1で1又は2と回答した方にお尋ねします】実施している（又は実施予定の）使用済小型

家電の回収方法について、該当するものを「すべて」選んだのち、その詳細について御回答

ください（U各回収方法の詳細については、「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライ

ン」（環境省・経済産業省）を御参照くださいU）。 

※ U一部事務組合を通じて回収を実施している場合の回収量・回収箇所数・期間等の数値デ

ータについては「市区町村単位で記入」してください（回収量については、他の構成市区

町村と調整の上、ダブルカウントとならないように案分して算出してください。）。 

※ パソコン、携帯電話の定義は次のとおりとします。 

パソコン…デスクトップ、ノートパソコンを言い、モニターも含む 

携帯電話…PHS やスマートフォンなどのタブレット型情報通信端末機器も含む 

 

回収方法 

※ 該当するもの「すべて」 

⇒1.【問 2～3】、5.【問 16】に御回答ください。 
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    1.ボックス回収 

2.ステーション回収 

3.ピックアップ回収 

4.集団回収・市民参加型回収 

5.イベント回収 

6.清掃工場等への持込み 

7.戸別訪問回収 

8.認定事業者の宅配便方式を利用した回収（認定事業者と協定を締結している） 

9.未定 

10.その他（その他欄に記載） 

 

「1.ボックス回収」を選択された方は以下に御回答ください。 

（1）～（3）（略） 

 

（4）ボックス設置箇所数 

（設置済の箇所数を記載してください（未設置の場合は記載不要））。 

（ ）箇所 

 

（5）ボックス設置場所と設置箇所数 

※ 該当するもの「すべて」 

1．市町村役所および支庁･出張所の庁舎 （ ）箇所 

2．公民館･図書館･スポーツセンターなど （ ）箇所 

土日も開館している公共施設 

3．公共の清掃センター         （ ）箇所 

4．家電小売店             （ ）箇所 

5．その他小売店（スーパー等）     （ ）箇所 

6．駅                 （ ）箇所 

7．その他（ ）            （ ）箇所 

 

（6）使用済小型家電の回収量（平成27年度）と回収期間 

※ パソコン・携帯電話の回収量を個別に把握していない場合でも、過去の回収量から案

分する等可能な範囲で算出ください。 

全体： 回収量（ ）kg／回収期間（ ）箇月 

1．市町村役所および支庁･出張所の庁舎 回収量（ ）kg 

2．公民館･図書館･スポーツセンターなど 回収量（ ）kg 

土日も開館している公共施設 

3．公共の清掃センター         回収量（ ）kg 

4．家電小売店             回収量（ ）kg 

5．その他小売店（スーパー等）     回収量（ ）kg 

6．駅                 回収量（ ）kg 

7．その他（ ）            回収量（ ）kg 

 

パソコン：回収量 （ ）kg 

回収量 （ ）台 

回収期間（ ）箇月 
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携帯電話：回収量 （ ）kg 

回収量 （ ）台 

回収期間（ ）箇月 

 

｢2．ステーション回収｣を選択された方は以下に御回答ください 

（1）～（5）（略） 

 

（6）使用済小型家電の回収量（平成27年度）と回収期間 

※ パソコン・携帯電話の回収量を個別に把握していない場合でも、過去の回収量から案分す

る等可能な範囲で算出ください。 

全体：回収量（ ）kg／回収期間（ ）箇月 

パソコン、携帯電話：（略） 

 

「3.ピックアップ回収」を選択された方は以下に御回答ください。 

（1）～（3）（略） 

 

（4）ピックアップ回収するごみ区分 

※ 該当するもの「すべて」 

1.不燃ごみ 

2.金属ごみ 

3.粗大ごみ 

4.検討中（現在未定） 

5.その他（ ） 

 

（5）ピックアップ回収の実施状況 

回収頻度 週／月／年（※いずれかに○）に（ ）回 

1回あたり作業時間 （ ）時間 

1回あたり作業人員 （ ）人 

 

（6）使用済小型家電の回収量（平成27年度）と回収期間 

※ パソコン・携帯電話の回収量を個別に把握していない場合でも、過去の回収量から案分

する等可能な範囲で算出ください。 

全体： 回収量（ ）kg／回収期間（ ）箇月 

   パソコン、携帯電話：（略） 

 

「5.イベント回収」を選択された方は以下に御回答ください。 

 （1）～（3）（略） 

 

 （4）イベントの開催頻度とイベント種類（平成27年度中） 

合計：（ ）回／年 

＜イベント種類ごとの内訳＞ 

1.市民まつりなど市町村のお祭り     （ ）回 

2.環境展など環境･リサイクル関連イベント（ ）回 

3.産業まつりなど地域振興イベント    （ ）回 
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4.その他（ ）             （ ）回 

 

 （5）使用済小型家電の回収量（平成27年度） 

※ パソコン・携帯電話の回収量を個別に把握していない場合でも、過去の回収量から案分

する等可能な範囲で算出ください。 

全体： 回収量（ ）kg／回収期間（ ）箇月 

パソコン、携帯電話：（略） 

 

「6. 清掃工場等への持込み」を選択された方は以下に御回答ください。 

（1）・（2）（略） 

 

（3）上記回収品目にパソコン、携帯電話が含まれるか。 

※ 回答は「ひとつ」 

1.パソコン、携帯電話を含む 

2.パソコンのみを含む 

3.携帯電話のみを含む 

4.パソコン、携帯電話のいずれも含まない 

5.検討中（現在未定） 

 

（4）持込拠点数 

（既に実施している拠点の数を記載してください（未実施の場合は記載不要）。） 

（ ）箇所 

 

（5）（略） 

 

（6）使用済小型家電の回収量（平成27年度）と回収期間 

※ パソコン・携帯電話の回収量を個別に把握していない場合でも、過去の回収量から案分

する等可能な範囲で算出ください。 

全体： 回収量（ ）kg／回収期間（ ）箇月 

パソコン、携帯電話：（略） 

 

｢7．戸別訪問回収｣を選択された方は以下に御回答ください。 

（1）～（4）（略） 

 

（5）使用済小型家電の回収量（平成27年度）と回収期間 

※ パソコン・携帯電話の回収量を個別に把握していない場合でも、過去の回収量から案分

する等可能な範囲で算出ください。 

全体： 回収量（ ）kg／回収期間（ ）箇月 

パソコン、携帯電話：（略） 

 

 

 問5～10（略） 

 

問11 【問1で1と回答した方にお尋ねします】平成27年度の使用済小型家電の引渡先の選定方法

等について御回答ください。 
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なお、平成27年度に複数の業者選定方法を行った場合や、複数回の業者選定を行った場合

は、全ての契約について御回答ください。引渡価格（落札価格）が複数ある場合は「1つの

引渡価格（落札価格）について1契約」としてご回答ください。 

※ なお、本設問は、各自治体の詳細な回答内容は外部公開いたしません。 

※ 主たる業者選定（契約）一件が一部事務組合を通じて回収するものである場合であって

も、本設問では引渡量を市区町村単位で案分する必要はありません。 

 

平成27 年度の使用済小型家電回収の契約数は合計で何件ですか。１つの引渡価格（落札価

格）を1契約としてご回答ください。  件 

 

以下、それぞれの契約についてご回答ください。契約が複数ある場合は、契約毎に最大10件

までご回答ください。 

（1）～（7）（略） 

 

（8）引渡価格（落札価格） 

（ ）円／kg 

※ 逆有償（貴自治体が費用を支払い）の場合はマイナスで金額を記入してください。 

（9）・（10）（略） 

 

(注) 下線は当省が付した。 

 

 

項目資料5-⑵-② 小型家電リサイクルを実施しているといえる状況であるにもかかわらず、

未実施と回答した理由 

未実施とした理由 市町村数（割合） 

回収した使用済小型家電を認定事業者に引き渡していないため。 6市町村（66.7％） 

認定事業者以外の再資源化事業者に使用済小型家電を引き渡しているが適

正に処理されているか確認していないため。 
2市町村（22.2％） 

どのような取組が小型家電リサイクルと位置付けられるのか調査票に示さ

れていなかったため。 
2市町村（22.2％） 

市町村において小型家電リサイクルに該当すると認識していた取組につい

て、都道府県から、小型家電リサイクルになじまないとの指摘を受けたた

め。 

1市町村（11.1％） 

(注)1 当省の調査結果による。 

  2 （ ）は、実施状況の回答内容に相違がみられた9市町村に占める割合を表す。 

  3 複数回答のため、未実施とした理由の市町村の合計は9市町村とならない。 
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項目資料5-⑵-③ 実際の回収量と市町村実態調査の回答に相違がみられた市町村における相違量 

No. 市町村名 実際の回収量（a） 
市町村実態調査に

おける回答（b） 

実際の回収

量との相違

量（b-a） 

倍率（b/a） 

ⅰ 実際より市町村実態調査の回答における回収量が多かったもの 

1 埼玉県吉見町 17,440kg 17,460㎏      20kg 1.0倍 

2 香川県丸亀市 52,422kg 86,850㎏  34,428kg 1.7倍 

3 大分県国東市 58,168kg 58,170kg       2kg 1.0倍 

小計 3市町村＜13.6％＞ 128,030kg 162,480kg 34,450kg - 

ⅱ 実際より市町村実態調査の回答における回収量が少なかったもの 

1 宮城県女川町 14,780kg 12,130kg ▲2,650kg 0.8倍 

2 福島県石川町 4,740kg 0kg ▲4,740kg - 

3 群馬県明和町  29,666kg  29,640㎏      ▲26kg 1.0倍 

4 埼玉県和光市  40,316kg  40,130㎏     ▲186kg 1.0倍 

5 埼玉県松伏町   1,118kg     689㎏     ▲429kg 0.6倍 

6 岐阜県大垣市 33,260kg  273kg  ▲32,987kg 0.0倍 

7 三重県伊勢市 159,520kg 119,380㎏  ▲40,140kg 0.7倍 

8 三重県鳥羽市  34,960kg       0㎏  ▲34,960kg - 

9 大阪府貝塚市   4,760kg   1,618㎏   ▲3,142kg 0.3倍 

10 岡山県岡山市 448,693kg 448,530㎏     ▲163kg 1.0倍 

11 香川県観音寺市 38,000kg 0kg ▲38,000kg - 

12 香川県綾川町     434kg    210㎏     ▲224kg 0.5倍 

13 大分県津久見市   8,328kg      0kg   ▲8,328kg - 

14 大分県日出町   5,777kg    374kg   ▲5,403kg 0.1倍 

15 鹿児島県鹿児島市   4,721kg  4,720kg       ▲1kg 1.0倍 

小計 15市町村＜68.2％＞ 829,073kg 657,694kg ▲171,379kg - 

ⅲ 実際の回収量が分からないことから回収量の相違量が不明なもの 

1 群馬県前橋市 不明 0kg 不明 - 

2 埼玉県鴻巣市 不明 74,880kg 不明 - 

3 愛知県春日井市 不明 360,960kg 不明 - 

4 三重県大台町 不明   3,010㎏ 不明  - 

小計 4市町村＜18.2％＞ 不明 483,850kg 不明 - 

合計 22市町村＜100％＞ 957,103kg 820,174kg ▲136,929kg - 

(注)1 当省の調査結果による。 

   2 「実際の回収量」が不明となっている4市町村では、市町村実態調査において、使用済小型家

電だけの回収量を計測していないことから、金属ごみの回収量を回答している等、当該実態調

査の結果と市町村における実態に相違がみられた。なお、当該4市町村は回収量の相違の量の計

算から除いている。 

3 ＜ ＞は、実際の回収量と市町村実態調査の回答に相違がみられた22市町村に占める割合を

表す。      
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項
目

資
料

5-
⑵

-
④
 
市
町
村
全
体
の
回
収
量
に

は
相
違
が

み
ら

れ
な

か
っ
た

も
の
の
、
回

収
方

法
ご
と

の
回
収
量
に
つ
い
て
、
実
際
と
市
町
村
実
態
調
査
の
回
答
に
相

違
が
み

ら
れ
た
市
町
村
に
お
け
る
相
違

量
 

N
o
.
 

市
町
村
名
 

市
町

村
実
態
調

査
に

お
け
る
回
答
（

a
）
 

(
a
)
が

入
力

さ
れ

て
い

た
回

収
方
法

(
b
) 

実
際

の
回

収

量
（

c
）
 

(
b
)
の

ほ
か

、
回

収
量

が
回

答

さ
れ

る
べ
き
回
収
方
法
(
d
) 

(
b
)
の

実
際

の
回

収
量

と
の
相
違
量
（
c
-
a）

 

倍
率
 

（
a
/
c
）
 

ⅰ
 

一
つ
の

回
収
方

法
の
実
績

値
の
入
力
欄
等
に

市
町
村
全

体
の

回
収

量
を
回

答
 

1
 

福
井
県
福
井
市
 

9
1
,
8
3
0
㎏
 
そ

の
他

の
回
収
方
法
 

不
明
 

ボ
ッ
ク
ス
回
収
 

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
回
収
 

イ
ベ
ン
ト
回
収
 

不
明
 

-
 

2
 

愛
知
県
田
原
市
 

1
7
3
,
6
0
6
k
g 

ボ
ッ

ク
ス
回

収
 

不
明
 

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
回
収
 

イ
ベ
ン
ト
回
収
 

清
掃
工
場
等
へ
の
持
込
み
 

不
明
 

-
 

3
 

滋
賀
県
彦
根
市
 

1
0
4
,
5
7
0
k
g 

清
掃

工
場
等

へ
の
持

込
み
 

不
明
 

戸
別
訪
問
回
収
 

不
明
 

-
 

4
 

滋
賀
県
米
原
市
 

4
,
8
6
0
k
g 

ピ
ッ

ク
ア
ッ

プ
回
収
 

不
明
 

ボ
ッ
ク
ス
回
収
 

イ
ベ
ン
ト
回
収
 

戸
別
訪
問
回
収
 

不
明
 

-
 

5
 

大
阪
府
大
阪
市
 

1
3
,
5
4
0
k
g 

ボ
ッ

ク
ス
回

収
 

不
明
 

イ
ベ
ン
ト
回
収
 

不
明
 

-
 

6
 

山
口
県
萩
市
 

7
7
,
5
5
0
k
g 

ピ
ッ

ク
ア
ッ

プ
回
収
 

不
明
 

ボ
ッ
ク
ス
回
収
 

不
明
 

-
 

7
 

香
川

県
善
通
寺
市
 

3
5
,
8
9
0
k
g 

ボ
ッ

ク
ス
回

収
 

不
明
 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
回
収
 

清
掃
工
場
等
へ
の
持
込
み
 

戸
別
訪
問
回
収
 

不
明
 

-
 

8
 

福
岡
県
大
木
町
 

 
1
1
,
6
9
0
k
g 

ス
テ

ー
シ
ョ

ン
回
収
 

不
明
 

清
掃
工
場
等
へ
の
持
込
み
 

不
明
 

-
 

小
計
 

8
市

町
村
＜
8
0
.
0
％
＞
 

-
 

-
 

不
明
 

-
 

不
明
 

-
 

ⅱ
 

中
止
し

た
回
収
方
法
に
よ
る
実
績
を
他
の
回

収
方
法
に

よ
る

実
績

と
し
て

回
答
 

1
 

岐
阜
県
瑞
浪
市
 

 
6
1
,
8
8
0
㎏
 
ボ

ッ
ク

ス
回

収
 

 
 
7
7
0
㎏
 

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
回
収
 

6
1
,
1
1
0
k
g 

8
0
.
4
倍
 

小
計
 

1
市

町
村
＜
1
0
.
0
％
＞
 

6
1
,
8
8
0
㎏
 

-
 

7
7
0
㎏
 

-
 

6
1
,
1
1
0
k
g 

-
 

ⅲ
 

そ
の
他

（
単
純
な
記
載
誤

り
）
 

1
 

群
馬
県
太
田
市
 

1
5
,
9
0
8
㎏
 
ピ

ッ
ク

ア
ッ

プ
回
収
 

1
2
,
5
1
0
k
g 

ボ
ッ
ク
ス
回
収
 

イ
ベ
ン
ト
回
収
 

3
,
3
9
8
k
g 

1
.
3
倍
 

小
計
 

1
市

町
村
＜
1
0
.
0
％
＞
 

1
5
,
9
0
8
㎏
 

-
 

1
2
,
5
1
0
k
g 

-
 

3
,
3
9
8
k
g 

-
 

合
計
 

1
0
市

町
村
＜
1
0
0
％
＞
 

7
7
,
7
8
8
k
g 

-
 

1
3
,
2
8
0
k
g 

-
 

6
4
,
5
0
8
k
g 

-
 

(
注

)
 

当
省

の
調
査
結
果
に
よ
る
。
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項
目

資
料

5-
⑵

-
⑤
 
実
際
の
回
収
量
と
市
町
村
実

態
調
査

の
回

答
に

相
違
が

発
生
し
た

理
由
 

 
 
 
 
 
 
 
回
収
量
の
相

違
が

発
生

し
た
理

由
 

市
町
村
数
（
割
合
）
 

（
調

査
票
の

様
式
の
不

備
等
に
起
因
し
て
生
じ
て

い
る
相
違

）
 

調
査

票
で
は

、
使
用
済
小
型
家
電
の
回
収
量

を
記

入
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る

が
、
分
別

は
引

渡
先

の
再
資
源
化

事
業

者
が
行

う
こ
と
と
し
て
い
る
た
め
金
属
ご
み

の
総
量
し

か
分

か
ら

な
い
場

合
、
ど
の

よ
う

に
使

用
済
小

型
家
電

の
回

収
量
を

算
定
す
れ
ば
よ
い
か
説
明
さ
れ
て
い

な
い
た
め

、
金

属
ご

み
の
総

量
を
使
用

済
小

型
家

電
の
回

収
量
と

し
て

回
答
し

て
い
た
。
 

1
市
町
村
（
4
.
5
％
）
 

調
査

票
で
は

市
町
村
全
体
の
回
収
量
を
記
載

す
る

欄
は
な
く

、
各

回
収
方

法
別

の
回
収
量
を

記
入
す

る
こ
と
と
さ

れ
て

い
る
。

し
か
し
、
市
町
村

で
は
市
町

村
全
体
に
お
け
る

使
用

済
小

型
家
電

の
回
収
量

し
か

分
か
ら

な
か

っ
た
こ

と
等

か
ら
、

一
つ
の
回
収
方
法
の
実
績
値
の
入
力

欄
に
市
町

村
全

体
の

回
収
量

等
を
記
入
し
て
い
た

。
 

【
単

純
な

記
載

誤
り

に
よ

り
回

収
量

に
相

違
が

発

生
し
、
さ
ら
に
、
一
つ
の
回
収
方
法
の
実
績
値
の
入

力
欄
に
市
町

村
全
体

の
回
収
量

等
を
記
入
】
 

2
市
町
村
（
9
.
1
％
）
 

【
全
て
の
回
収
方
法
の
回
収
量

を
0
k
g
と
回

答
】
 

2
市
町
村
（
9
.
1
％
）
 

（
そ

の
他
）
 

調
査

票
に

示
さ

れ
て

い
る

注
意

事
項

で
は

、
一

部
事

務
組

合
を

通
じ

て
回

収
す

る
場

合
も

市
町

村
が

小
型

家
電
リ

サ
イ

ク
ル

を
実
施

し
て
い

る
こ

と
と
さ

れ
て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
同

組
合

に
問

い
合

わ
せ

る
必

要
性

を
認
識

し

て
お

ら
ず
、

同
組
合
の
回
収
実
績
を
含
め
ず
に
回

収
量
を
回

答
し

て
い
た

。
 

3
市
町
村
（
1
3
.
6
％
）
 

単
純

な
記
載

誤
り
 

1
5
市
町
村
（
6
8
.
2％

）
 

(
注
)
1
 

当
省

の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

 
 

2
 

（
 

）
は
、

回
収
量
に
相
違
が
み
ら
れ

た
2
2市

町
村

に
占
め
る
割
合
を
表
す
。

 

 
 

3
 

複
数

の
理
由
を
回
答
し
た
市
町
村
が
あ
る

こ
と
か

ら
、

市
町

村
数
の

合
計
は
2
2
市

町
村
と

な
ら
な

い
。
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資
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5-
⑵

-
⑥
 
回
収
方
法
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と
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回

収
量
の
回
答
に

相
違
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生
し
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相
違
内
容
及

び
回
収

量
の
相
違

が
発

生
し

た
理
由
 

市
町
村
数
（
割
合
）
 

（
調

査
票
の

様
式
の
不

備
等
に
起
因
し
て
生
じ
て

い
る
相
違

）
 

 
調

査
票

で
は
、
市
町
村
全
体
の
回
収
量
を
記
載

す
る
欄
は

な
く

、
各

回
収

方
法

別
の
回

収
量

を
記

入
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
市

町
村

で
は

市
町
村

全
体
に
お
け
る
使
用
済
小
型

家
電

の
回
収

量
し

か
分

か
ら

な
い

場
合
に

一
つ

の
回

収
方

法
の
実
績
値
の
入
力
欄
等
に
市
町
村
全

体
の

回
収
量

を
記
入
し
て
い
た
。
 

8
市
町
村
（
8
0
.
0
％
）
 

調
査

票
で
は

、
平
成

2
8
年

4
月

1
日
現
在

に
お

い
て

実
施

し
て

い
る

回
収
方

法
の
取
組

状
況

を
回
答

し
た
後
、
実
施
し
て
い
る
回
収
方
法
別

に
2
7

年
度
の

回
収
実
績

等
を

記
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

（
実

施
し
て

い
る

回
収
方

法
に

つ
い

て
し

か
回
収
実
績
が
入
力
で
き
な
い
設
定
に

な
っ

て
い
る

。
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
成

2
7
年

度
ま
で
実
施

し
て
い

た
が
、
2
8
年
度

は
実

施
し

て
い
な

い
回
収
方
法
が
あ
る
場
合
、
そ
の
回
収

方
法

に
よ
る

2
7
年
度
に
お
け
る
回
収
量
を
ど
の

よ
う
に
記

載
す

れ
ば

よ
い
か

は
説
明
さ

れ
て

い
な

い
。
 

そ
の

た
め
、

平
成
27
年
度
ま
で
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
回

収
を
実
施

し
て

い
た

が
、

28
年

4
月
1日

か
ら

ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
回
収
を

一
時
中
止
し
て
い
る
市

町
村

に
お
い

て
、
28
年
度
も
実
施
し
て
い
る
ボ
ッ

ク
ス
回
収

の
回

収
量

の
欄
に

、
2
7年

度
の

ボ
ッ
ク

ス
回
収
と
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
回
収
に
よ

る
回
収

量
の

合
計
値

を
回
答
し
て
い
た
。
 

1
市
町
村
（
1
0
.
0
％
）
 

（
そ

の
他
）
 

単
純

な
記
載

誤
り
 

1
市
町
村
（
1
0
.
0
％
）
 

(
注
)
1
 

当
省

の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

 
 

2
 

（
 

）
は
、
回
収
方
法
別
の
回
収
量
に
相

違
が
み

ら
れ

た
10
市
町
村

に
占
め
る

割
合

を
表

す
。
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項
目

資
料

5-
⑵

-
⑦
 
回
収
方
法
に
関
す
る
相
違
内

容
及
び

相
違

が
発

生
し
た

理
由
 

相
違

内
容
及

び
相
違

が
発
生
し

た
理

由
 

市
町
村
数
（
割
合
）
 

（
回

収
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
説
明
内
容
が
不

十
分
で
あ

る
こ

と
に

起
因
し

て
生
じ
て

い
る

相
違

）
 

回
収

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
で
は
、「

清
掃
工
場
等
へ
の

持
込
み
」

は
、

消
費

者
が
使

用
済
小
型

家
電

を
清

掃
工
場
や
資
源
化
セ
ン
タ
ー
等
へ
持

参
す

る
方
法

と
さ
れ

て
い
る
。

 

し
か

し
な
が
ら
、
清
掃
工
場
及
び
資
源
化
セ
ン
タ

ー
以
外
の

施
設

の
ど

こ
ま
で

が
「
等
」
に

含
ま
れ

る
の
か

明
確
で
な
い
た
め
、
市

町
村

役
場

や
不
燃

ご
み
の
保
管
場
や
埋
立
場
な
ど
に
お

い
て
使
用

済
小

型
家

電
を
対

面
回
収
し

て
い

る
市

町
村
に

お
い
て
、
回
答
な
し
（
1
市
町

村
）
、

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
回
収
（
1
市
町
村
）
、
そ
の

他
の
回

収
方

法
（

1
市
町
村
）
と
回

答
が

三
つ

に
分
か
れ
て
い
た

。
 

3
市
町
村
（
9
.
1
％
）
 

回
収

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
で
は
、「

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
回

収
」
は
、

ス
テ

ー
シ

ョ
ン
に

排
出
さ
れ

た
不

燃
ご

み
や
粗
大
ご
み
等
か
ら
使
用
済
小
型

家
電

を
選
別

す
る
方
法
と
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か

し
な
が

ら
、
こ
の
よ
う
な
取
組
を
「
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
回

収
」

と
回

答
し
て

い
る
市
町

村
が

み
ら

れ
た
（
4
市
町
村
）
。
一
方
で
、
「
清

掃
工

場
等
へ

の
持
込
み
」
又
は
「
戸
別
訪
問
回
収

」
に
よ
り

回
収

し
た

不
燃
ご

み
や
粗
大

ご
み

か
ら

使
用
済
小
型
家
電
を
選
別
し
て
い
る

市
町

村
に
お

い
て
、
当
該
取
組
を
「
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
回
収
」

と
回

答
し

て
い
る

市
町
村
が

み
ら

れ
た

（
8
市
町
村
）。

 

 

【
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
回
収
を
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
回
収
と
回
答
】
 

4
市
町
村
（
1
2
.
1
％
）
 

 【
清
掃
工
場
等
へ
の
持
込
み

又
は
戸
別
訪
問
回
収
を
ピ
ッ

ク
ア
ッ
プ
回
収
と
回

答
】
 

8
市
町
村
（
2
4
.
2
％
）
 

 

（
調

査
票
に

回
答
す
る
際
の
注
意
事
項
に
記
載
が

な
い
こ
と
に

起
因
し

て
生
じ
て
い
る
相
違

）
 

調
査

票
で
は

、
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
回
収
の
実
施

状
況

と
し
て
、

ピ
ッ

ク
ア

ッ
プ
の

回
収
頻
度

を
回

答
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
調
査
票

で
は

、
週
・

月
・
年
の
い
ず
れ
か
を
選
択

し
、
そ

の
期
間
に

お
け

る
選

別
作
業

の
回
数
を

記
入

す
る

よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
）
。
し
か
し
な

が
ら

、
ど
の

よ
う
な
取
組
の
実
施
頻
度
を
記
入
す

れ
ば
よ
い

か
注

意
事

項
に
記

載
さ
れ
て

い
な

か
っ

た
こ
と

か
ら
、
認
定
事
業
者
に
引
き

渡
す

頻
度
（

1
市

町
村
）
や
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
回

収
す
る
頻

度
（

2
市
町

村
）
な

ど
、
市

町
村

に
よ

っ
て
回

答
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
。
 

3
市
町
村
（
9
.
1
％
）
 

（
そ

の
他
）
 

調
査

票
の
注

意
事
項
で
は
、
一
部
事
務
組
合

を
通

じ
て
使
用

済
小

型
家

電
を
回

収
す
る
場

合
も

実
施

に
含
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

市
町

村
は
、

同
組
合
で
の
実
施
状
況
も
含
め
て
市

町
村
実
態

調
査

に
回

答
す
る

こ
と
と
さ

れ
て

い
る

。
し
か
し
な
が
ら
、
一
部
事
務
組
合

に
問

い
合
わ

せ
る
必
要
性
を
認
識
し
て
い
な
か
っ

た
た
め
、

一
部

の
回

収
方
法

に
つ
い
て

未
実

施
な

ど
と
回
答
し
て
い
る
。
 

4
市
町
村
（
1
2
.
1
％
）
 

単
純

な
記
載

誤
り
等
 

1
9
市
町
村
（
5
7
.
6％

）
 

(
注
)
1
 

当
省

の
調
査
結
果
に
よ
る
。
 

2
 

（
 

）
は

、
回
収
方
法
に
関
す
る
相
違

が
み

ら
れ
た
3
3
市

町
村
に

占
め
る

割
合
を
表

す
。
 

 
 

3
 

複
数

の
相
違
内
容
が
み
ら
れ
た
市
町
村

が
あ
る
こ

と
か

ら
、

市
町
村

数
の
合
計
は

3
3
市
町

村
と
な

ら
な
い
。
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