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第１章 計画の目的と内容 

 

１ 計画の概要 

現在のごみ問題は、ごみによる環境への影響の懸念、ごみ処理費用の増加な

ど深刻化しており、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済シ

ステムから循環型社会への転換が求められています。 

循環型社会とは、「天然資源の消費の抑制を図り、もって環境負荷の低減を

図る」社会で、低炭素社会の実現にもつながります。また、発生抑制（リデュ

ース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）の「３Ｒ」の取組みを

進めることによって、リサイクル原料の使用に加え、原材料等の使用が抑制さ

れ、温室効果ガス（CO2など）の排出抑制に貢献することが期待できます。 

橋本市（以下「本市」という。）では、生ごみの減量などの様々な取組みの

実施により、ごみの減量やリサイクルを進めているところです。 

一方で、本市の生活排水処理について、水環境の保全は家庭や事業所からの

生活排水による河川への負荷を軽減するため、さらに下水道及び合併処理浄化

槽の整備・普及を進めているところです。 

このような状況から、本市では、長期的・総合的視点に立ち、更なるごみの

減量化・再生利用及び適正処理や生活排水の適正処理を推進していきます。今

後実施する各種施策並びに事業については、この「橋本市一般廃棄物処理基本

計画［第２期］」（以下「本計画」という。）を踏まえ、市民・事業者・行政

が一体となって、三者協働のもとに推進していきます。 

 

 

 

国城山から見た本市の風景 
 

［出典］橋本市ホームページ 

 



 2 

２ 計画策定の目的と位置付け 

「一般廃棄物処理基本計画」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

第 6 条の規定により義務づけられている一般廃棄物の処理に関する基本的な事

項について定める基本計画です。また、この計画は、市町村における一般廃棄

物処理に係る長期的視点に立った基本方針を明確にするものです。 

「一般廃棄物処理計画」は、長期的視野に立った市町村の一般廃棄物処理の

基本方針となる計画（一般廃棄物処理基本計画）と、この基本計画に基づき単

年度ごとに定める計画（一般廃棄物処理実施計画）の 2 つを併せたものを指し、

それぞれごみに関する部分と生活排水に関する部分から構成されています。 

本計画は、「ごみ処理基本計画策定指針」（平成 28 年環境省）及び「生活排

水処理基本計画策定指針」（平成 2 年厚生省）に準拠しており、同指針では、

おおむね 5 年ごとに「改定」するほか、計画策定の条件となる諸条件に大きな

変動があった場合は「見直し」を行うことが適切であると示されています。 

本市では、平成 18 年 10 月に策定した一般廃棄物処理基本計画（平成 21 年 7

月見直し、平成 24 年 3 月改定。以降、前基本計画という）の目標年次（平成 28

年度）を経過したことで、新たに目標年次を平成 38 年度とする本計画を策定す

るものです。なお、前基本計画を「第１期」として位置づけます。よって本計

画は「第２期」となります。 
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○廃棄物処理法第 6 条第 1 項 

市町村は当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない 

○廃棄物処理法第 6 条第 2 項 

   1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

   2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

   3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

   4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

   5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

   6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項 

○廃棄物処理法第 6 条第 3 項 

   ・地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）に基づいて策定する基本構想との整合 

○廃棄物処理法第 6 条第 4 項 

   ・関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画との調和 

○廃棄物処理法施行規則第 1 条の 3 

   ・目的に応じて以下の計画を定める 

    1) 基本事項を定める         ・・・「一般廃棄物処理基本計画」 

    2) 実施のために必要な各年度の事業計画・・・「一般廃棄物処理実施計画」 

 

 

 

 

 

  

一般廃棄物処理計画

一般廃棄物処理基本計画

（10～15年の長期計画）

一般廃棄物処理実施計画

（単年度の予算計画）

・ごみ処理基本計画

・生活排水処理基本計画

・ごみ処理実施計画

・生活排水処理実施計画

「一般廃棄物処理基本計画」 

「一般廃棄物処理実施計画」 

参考：法令に基づく一般廃棄物の処理に関する基本的な事項 
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図 1.1.1 一般廃棄物処理基本計画と他の計画との関係 

 

 

 

容器包装廃棄物の有効活用を図る

３Ｒに関するさまざまな取組の推進を図る

廃棄物処理施設整備事業の計画的な実施を図る

廃棄物の減量化の目標量等を定める

廃棄物の排出抑制や適正処理・処分を図る

循環型社会の形成を一層推進

社会の物質循環の確保、天然資源の消費の
抑制、環境負荷の低減

自然循環、社会の物質循環

環境の保全に関する基本理念

一般廃棄物処理実施計画
●ごみ処理実施計画
●生活排水処理実施計画

＜再生利用の推進＞

環境基本法

環境基本計画

＜個別物品の特性に応じた規制＞

＜国等が優先して再生品などの調達を推進＞

＜廃棄物の適正処理＞

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法

廃棄物処理法基本方針

廃棄物処理施設整備計画

都道府県廃棄物処理計画

＜橋本周辺広域市町村圏組合＞

＜橋本市＞

ごみ処理基本計画

橋本市長期総合計画
橋本市環境基本計画
橋本市地域防災計画

資源有効利用促進法

容器包装リサイクル法

廃家電製品の再資源化を図る

家電リサイクル法

食品循環資源の再生利用等を図る

食品リサイクル法

建設廃棄物の資源有効利用を図る

建設リサイクル法

使用済自動車のリサイクル・適正処理を図る

自動車リサイクル法

環境負荷の低減に資する環境物品等調達推進

グリーン購入法

橋本市廃棄物の減量化、資源化
及び適正処理等に関する条例

＜橋本市＞

一般廃棄物処理計画
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３ 計画対象区域 

計画対象区域は、本市全域とします。 

 

 

４ 計画目標年次 

ごみ処理基本計画策定指針（平成 28 年 9 月）及び生活排水処理基本計画策定

指針（平成 2 年 10 月）によると、計画目標年次は原則として計画策定時より 10

年～15 年程度とされており、必要に応じて中間目標年次を定めることとされて

います。なお、社会情勢や法律などの改正、計画策定の前提となっている諸条

件に大きな変動があった場合には、必要に応じ見直しを行うものとします。 

このようなことから、本計画は、平成 18 年度策定（平成 23 年度改定）の一

般廃棄物処理基本計画の第２期計画の位置付けと、計画目標年次と計画期間を

次のように定めます。 

 

 

計画目標年次 平成 38 年度 

計画期間 平成 29 年度～平成 38 年度 

 

 

図 1.1.2 計画期間と計画目標年次 

 

 

 

  

19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

▼平成18年10月策定

←目標年次

▼平成21年7月策定

←目標年次

▼平成24年3月策定

←目標年次

▼平成29年3月策定

▼平成34年度

次期

見直し

改定

第２期
（今回）

改定
（予定）

平成年度
備考

18 21



 6 

５ 関連計画等の動向 

１）国の関連計画 

（１）循環型社会形成推進基本計画（平成 25 年 5 月） 

循環型社会形成推進基本法では、適正な物質循環の確保に向け、廃棄物処

理の優先順位を「発生抑制」（リデュース）→「再使用」（リユース）→

「再生利用」（リサイクル）→「熱回収」→「適正処分」と定めています。 

この法律を受け、循環型社会形成推進基本計画において、一般廃棄物に関

しては、リサイクルより優先順位の高い２Ｒ（リデュース・リユース）の取

組がより進む社会経済システムの構築を基本的方向として目指すこととして

います。取組指標を表 1.1.1 に示します。 

 

表 1.1.1 一般廃棄物の減量化に関する取組み指標 

項 目 概 要 

策定年 ・平成 25 年 5 月閣議決定 

基準年 ・基準年：平成 12 年度 

目標年 ・目標年：平成 32 年度 

目標値 ・一般廃棄物の減量化：平成 12 年度比約 25％減 

・１人１日当たりの家庭系ごみ排出量：平成 12 年度比約 25％減 

・事業系ごみ排出量：平成 12 年度比約 35％減 
［出典］「循環型社会形成推進基本計画」（平成 25 年 5 月） 

 

 

（２）廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な 

   推進を図るための基本的な方針（平成 28 年 1 月） 

基本的な方針では、一般廃棄物の減量化目標値として、表 1.1.2 に示す 4

つの指標が設定されています。 

 

表 1.1.2 一般廃棄物の減量化に関する取組み指標 

項 目 概 要 

策定年 ・平成 13 年 5 月（改正：平成 28 年 1 月） 

基準年 ・平成 24 年度 

目標年 ・平成 32 年度 

目標値 ・排出量  ：現状（平成 24 年度）に対し、平成 32 年度の排出量を 

      約 12％削減する。 

・再生利用率：27％ 

・最終処分量：現状（平成 24 年度）の約 14％削減する。 

・平成 32 年度において 1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量を 500g とする。 
※「排出量」：計画収集量＋直接搬入量＋集団回収量 

［出典］廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ 

計画的な推進を図るための基本的な方針（平成 28 年 1 月） 
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（３）廃棄物処理施設整備計画（平成 25 年 5 月） 

廃棄物処理法を受けて、国からの廃棄物処理施設整備計画では、現在の公

共の廃棄物処理施設の整備状況や、東日本大震災以降の災害対策への意識の

高まり等、社会環境の変化を踏まえ、３Ｒの推進及び災害対策や地球温暖化

対策の強化を目指し、広域的な視点に立った強靱な廃棄物処理システムの確

保を進めることを示し、重点目標としては表 1.1.3 に示す 3 つが設定されて

います。 

 

 

表 1.1.3 廃棄物処理施設整備計画における目標値 

項 目 概 要 

策定年 ・平成 25 年 5 月閣議決定 

基準年 ・平成 24 年度 

目標年 ・平成 29 年度 

目標値 ■排出抑制、最終処分量の削減を進め、着実に最終処分を実施 

  ・ごみのリサイクル率：22％→26％ 

  ・最終処分場の残余年数：平成 24 年度の水準（20 年分）を維持 

■焼却時に高効率な発電を実施し、回収エネルギー量を確保 

  ・期間中に整備されたごみ焼却施設の発電効率の平均値：16％→21％ 

■し尿及び生活雑排水の処理を推進し、水環境を保全 

  ・浄化槽処理人口普及率：９％→12％ 
［出典］「廃棄物処理施設整備計画」（平成 25 年 5 月） 

 

 

２）和歌山県の関連計画 

（１）和歌山県ごみ処理広域化計画（平成 16 年 7 月） 

和歌山県では、平成 9 年 1 月に国が策定したダイオキシン類新ガイドライ

ンに従い、ごみ焼却施設から排出されるダイオキシン類の抑制のため、県内

市町村が互いに連携・協力することにより、広域的な観点からごみ処理体制

を構築していくための指針として、「和歌山県ごみ処理広域化計画」を策定

しました。 

この中で本市は、かつらぎ町、九度山町、高野町とともに「橋本広域ブロ

ック」に属しており、広域的なごみ処理施設が整備され、平成 21 年 11 月か

ら稼働開始されました。 
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（２）第３次和歌山県廃棄物処理計画（平成 24 年 3 月） 

国の基本方針をもとに検討した目標値として表 1.1.4 に示す 3 つが設定さ

れています。 

 

表 1.1.4 第３次和歌山県廃棄物処理計画における目標値 

項 目 概 要 

策定年 ・平成 24 年 3 月 

基準年 ・平成 19 年度 

目標年 ・平成 27 年度 

目標値 ・排出量  ：平成 19 年度に対し、平成 27 年度を約 13％削減する。 

・再生利用率：25％ 

・最終処分量：平成 19 年度に対し、平成 27 年度を約 38％減量化する。 
［出典］「第３次和歌山県廃棄物処理計画」（平成 24 年 3 月） 

 

 

３）橋本周辺広域市町村圏組合の関連計画 

（１）ごみ処理基本計画（平成 25 年 3 月） 

橋本周辺広域市町村圏組合のごみ処理基本計画における努力目標としては、

表 1.1.5 に示す 3 つが設定されています。 

 

表 1.1.5 橋本周辺広域市町村圏組合のごみ処理基本計画における努力目標値 

項 目 概 要 

策定年 ・平成 25 年 3 月 

基準年 ・平成 23 年度 

目標年 ・平成 34 年度 

目標値 ・排出削減の目標：総排出量を平成 23 年度実績に対して 15％削減 

・リサイクルの目標：リサイクル率を 27％ 

・最終処分量の削減目標：最終処分量を平成 23 年度実績に対して 22％削減 
［出典］「橋本周辺広域市町村圏組合ごみ処理基本計画」（平成 25 年 3 月） 

 

（２）橋本・伊都地域循環型社会形成推進地域計画（平成 18 年 5 月） 

本市、かつらぎ町、九度山町、高野町及び橋本周辺広域市町村圏組合は、

連名により循環型社会形成推進地域計画を環境省に提出し、表 1.1.6 に示す

3 施設の整備を行いました。 

 

表 1.1.6 整備する処理施設 

整備施設 主体 処理能力 事業期間（予定） 

リサイクルセンター 橋本周辺広域市町村圏組合 46t/日 H18～H20 

熱回収施設 橋本周辺広域市町村圏組合 101t/日 H18～H20 

建設用地造成※ 橋本周辺広域市町村圏組合 約 4.6ha H18 

最終処分場 高野町 10,000m3 H20～H23 
※リサイクルセンターおよび熱回収施設用である。 

［出典］「橋本・伊都地域 循環型社会形成推進地域計画」（平成 23 年 3 月） 
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４）本市の関連計画と関係条例等 

（１）橋本市長期総合計画 後期基本計画（平成 25 年 3 月） 

橋本市長期総合計画 後期基本計画は、基本目標のひとつとして「豊かな

自然と共生する均衡あるまちづくり」の中で「循環型社会を形成する」があ

ります。具体的な計画を表 1.1.7 に示します。 

 

 

表 1.1.7 橋本市長期総合計画 後期基本計画（抜粋） 
 

第３章 豊かな自然と共生する均衡あるまちづくり 

第１節 循環型社会を形成する 

２．環境衛生 

④減量化、再使用、再生利用の推進 

○容器包装リサイクル法に基づく３Ｒ（Reduce：減量化、Reuse：再使用、 Recycle：再生

利用）運動の推進に向けて、市民と協働による啓発活動を充実し、資源ごみの適切な分別

収集とリサイクルを図ります。 

○家電リサイクル法、自動車について市民等周知を図るとともに、各種事業者に対して適切

なリサイクルの推進を促ます。 

○資源循環型の社会形成に向けた意識醸を図るため、学校教育・社会教育での環境学習の推

進、環境ボランティア活動等を促進します。 

○ごみの減量化や再生利用を図るため、生ごみを堆肥として再生利用花と緑のリサイクル事

業を推進しつつ、可燃ごみの週１回収集等の周知を行い、ごみの減量化を促進します。 

 【主な事業】生ごみ処理機購入補助事業 生ごみ堆肥化・減量化集団実施奨励事業 

 

⑤適切な処理の推進 

○広域行政における一般廃棄物処理施設を核として、ごみの分別やリサイクルを推進するな

ど、ごみの排出抑制と効率的な廃棄物処理に努めます。 

○し尿及び浄化槽汚泥の収集・処理体制の適正化に努めます。 

○一般廃棄物最終処分場の延命化を図るため、処分するごみの減量化を進めるとともに、施

設の改修整備など機能の確保に努めます。 

 【主な事業】花と緑のリサイクル事業 

 

［出典］「橋本市長期総合計画 後期基本計画」（平成 25 年 3 月） 
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（２）橋本市環境基本計画（平成 20 年 3 月） 

橋本市環境基本計画は、長期総合計画に沿って、「一般廃棄物の減量化、

再使用、再生利用の促進」及び「一般廃棄物の適正な処理の推進」が示され

ています。具体的な計画を表 1.1.8 に示します。 

 

表 1.1.8 橋本市環境基本計画（抜粋） 
 

第３章 環境課題と橋本市が目指すべき方向性 

３-１ 橋本市における環境の課題 

２．生活環境に関わる課題 

廃棄物の適正処理 

橋本市においては、「もったいない」と「ごみの３Ｒ」を推進する循環型社会のまちを

目指し、ごみの排出抑制や資源のリサイクルに努めています。今後、よりいっそうの循環

型社会を目指して、引き続き市民・事業者・行政の協働による取り組みを推進していくこ

とが必要です。 

 

第４章 橋本市の環境目標 

４-１ 目指すべき環境像 

「紀の川」と共に歩む 環境創造都市「はしもと」 
～自然・文化と生活環境が調和する快適な環境の創造を目指して～ 

４-２ 基本目標 

環境にやさしい省資源・循環型のまちづくり 

橋本市においては、ごみの分別収集や資源リサイクルなど適正な廃棄物処理を積極的に

推進し、それに伴う様々な環境悪化の防止に努めてきました。 

今後も消費型社会から、よりいっそうの循環型社会への転換を目指して、引き続き、環

境にやさしいまちづくりを進めて行くことが求められています。 

そのため、ごみを減らす（Reduce）、物は再使用する（Reuse）、ごみの再資源化

（Recycle）などの３Ｒへの取り組みのほか、エネルギーの効率的使用による省資源化な

ど、市民・事業者・行政が協働して取り組みを展開していくものとします。 

 

第５章 リーディング・プロジェクト 

５-１ 「地球環境保全推進」プロジェクト 

２．環境配慮型の生活を送ろう 

＜環境保全行動への参加促進と連携づくり＞ 

・市民や事業者などに対し、環境美化活動やリサイクル活動など地域の環境保全活動への

積極的な参加を促進します。 

・環境保全に関わる市民団体やボランティアサークルなどの活動の支援策について検討し

ます。 

・環境学習や環境関連イベントの開催の充実を図ります。 

３．一人ひとりが取り組もう 

＜市民の行動＞ 

・ごみを出さない工夫をしましょう 

・買い物は、買い物袋を持参しましょう 

・リサイクル活動や資源回収事業に協力しましょう 

＜事業者の行動＞ 

・ごみを出さない工夫をしましょう 

・消費者に買い物袋や容器を持参するように働きかけましょう 

・エコ商品やリサイクル商品、リサイクル可能な商品を利用しましょう 

第６章 基本計画 

６-４ 環境にやさしい省資源・循環型のまちづくり 

一般廃棄物の減量化、再使用、再生利用の推進 

一般廃棄物の適正な処理の推進 

（橋本市長期総合計画と同じ） 

［出典］「橋本市環境基本計画」（平成 20 年 3 月） 
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（３）橋本市地域防災計画（平成 19 年 6 月） 

橋本市地域防災計画は、ごみ処理に関する部分において災害時においても

日常的に発生する「日常型廃棄物」と倒壊家屋等の残存物等の「非日常型廃

棄物」の処理について方針が示されています。具体的な計画を表 1.1.9 に示

します。 

 

表 1.1.9 橋本市地域防災計画（抜粋） 
 

１．基本方針 

○災害が発生した場合には、日常型廃棄物（災害発生時においても、日常的に発生する廃棄

物）の処理業務の迅速な機能回復を図るとともに、多量に発生する非日常型廃棄物（倒壊家

屋等の残存物等の廃棄物）に対する特別な処理対策を実施する。 

○被害が大きく市本部だけで処理できない場合は、和歌山県が社団法人和歌山県産業廃棄物協

会と「大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」を締結しているので、県支

部を通じ県本部に応援要請を行う。 

 

２．被害情報の収集・伝達 

○市本部は被害情報、施設欠陥事項等の必要情報の収集を行う。収集した情報は、県支部を通

じて、迅速に県本部に伝達する。 

 

３．一次保管場所の確保 

○非常時に備えて平常時から指定された、環境保全に支障のない大規模休閑地を一時保管場所

として確保し、非日常型廃棄物及び日常型廃棄物を暫定的に積み置きするなどの方策を講じ

る。この際、廃棄物は、できる限り分別して積み置きすることとする。 

 

４．日常型廃棄物の処理 

○被災地における環境保全の緊要性を考え、平常作業員、臨時雇用、又は応援職員等による体

制を確立し、その処理にあたる。特に、生ごみ等腐敗性の高い廃棄物については、被災地に

おける防疫上、収集可能な状態になった時点からできる限り迅速に収集を行う。 

 

５．非日常型廃棄物の処理 

○推定排出量、最終処分地及び県本部の要請によって他市町等が実施する応援の状況などを考

慮の上、中間処理（破砕、分別）の実施の有無等についても検討を行い、非日常型廃棄物の

処理作業計画を策定し、それに従って廃棄物処理を実施する。 

 

［出典］「橋本市地域防災計画」（平成 19 年 6 月） 

 

 

（４）災害廃棄物処理対応マニュアル（平成 27 年 3 月） 

災害発生後、廃棄物処理への対応はライフライン確保の一環として極めて

重要です。災害が起こった場所や、その種類・規模によって対応は異なりま

すが、東日本大震災における自治体の対応をベースに、「災害廃棄物処理対

応マニュアル」を整理しました。 

この情報を共有することにより、万一の事態に備え、災害時の対応や災害

発生後の復旧マニュアルとして位置づけるものとしています。 
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（５）関係条例等一覧 

本市が定める一般廃棄物に関する条例、要綱、規則を表 1.1.10 に示しま

す。 

 

表 1.1.10 一般廃棄物関係条例等一覧 
 

◇橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 

◇橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則 

◇橋本市指定ごみ袋等取扱いに関する要綱 

◇橋本市産業廃棄物（繊維くず）指定袋取扱いに関する要綱 

◇橋本市一般廃棄物処理基本計画策定委員会要綱 

◇橋本市合理化事業計画策定委員会規程 

◇橋本市一般廃棄物再生利用業者の個別指定に関する規則 

◇橋本市廃棄物減量等推進員に関する要綱 

◇橋本市環境美化センター設置及び管理条例 

◇橋本市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 

◇橋本市生ごみ処理機器購入補助金交付要綱 

◇橋本市ごみ収集ボックス設置補助金交付要綱 

◇橋本市事業系一般廃棄物（ごみ）収集運搬業許可基準要綱 

◇橋本市一般廃棄物処理業許可業者選定審査委員会要綱 

◇橋本市生ごみ堆肥化・減量化集団実施奨励金交付要綱 

◇橋本市花と緑のリサイクル事業補助金交付要綱 

 

［出典］橋本市例規集より（平成 28 年 10 月現在） 
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６ 計画の進行管理 

本計画では、Plan（行動計画の策定）、Do（施策の実行）、Check（評価）、

Action（見直し）を行う「ＰＤＣＡサイクル」の概念を導入し、計画の進行

管理を行うものとします。 

施策の計画及び進捗状況は毎年策定します。施策の計画は一般廃棄物処理

実施計画に反映させ、適宜、衛生自治会などに報告・協議のうえ、実効性を

高めていきます。 

計画の進行管理の内容は、表 1.1.11 に示すとおりとし、ＰＤＣＡサイクル

のイメージは、図 1.1.3 に示すとおりとします。 

 

表 1.1.11 計画の進行管理 

項 目 内 容 

Plan 

（行動計画の策定） 

本計画の目標や施策などは、毎年策定する一般廃棄物処理実施

計画に行動計画として盛り込んで実施していきます。 

Do 

（施策の実行） 

行動計画に基づき実行します。 

Check 

（評価） 

計画の進捗状況を客観的に評価します。その評価結果は、衛生

自治会などに報告します。 

Action 

（見直し） 

毎年度での課題事項は、その都度改善します。行動計画の前提

条件に大きな変動があった場合は、見直していきます。 

 

図 1.1.3 『ＰＤＣＡサイクル』のイメージ 
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第２章 地域の概況 

 

 

１ 自然的概況 

１）位置 

本市の位置図を図 1.2.1 に示します。 

本市は、和歌山県の北東端に位置し、北は大阪府河内長野市、東は奈良県

五條市、南及び西は伊都郡かつらぎ町、九度山町、高野町に接しています。

和歌山市中心部、大阪市中心部への距離は、直線でともに約 40 ㎞です。本市

の中央部には紀の川が東西に流れ、北部は河岸段丘からなる丘陵地、南部は

紀伊山地に連なっています。 

 

 

図 1.2.1 本市の位置図 

 

［出典］橋本市のホームページ 
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２）気候 

最寄りの観測地点であるかつらぎ地域気象観測所における降水量及び気温

の推移を表 1.2.1 に、5 ヵ年平均の月別降水量及び平均気温を図 1.2.2 に示し

ます。 

本市は、少雨温暖な瀬戸内気候に属する地域ですが、気温差が大きい内陸

性気候の特徴も有している地域です。平均気温は 14～15℃、年間雨量は約

1,400～1,900mm となっています。 

 

表 1.2.1 気象の状況（5 ヵ年平均）【かつらぎ地域気象観測所】 

 
※地点：かつらぎ地域気象観測所（北緯 34 度 18.6 分、東経 135 度 31.7 分、標高 142m） 

［出典］気象庁ホームページ 

 

図 1.2.2 気象の状況（各月 5 ヵ年平均） 

 
※地点：かつらぎ地域気象観測所（北緯 34 度 18.6 分、東経 135 度 31.7 分、標高 142m） 

［出典］気象庁ホームページ 

 

区分

年月 平均 最高 最低

2011 14.5 20.3 10.0 1,914.5 1,903.8

2012 14.2 19.9 9.6 1,667.0 1,780.2

2013 14.8 20.9 9.8 1,518.0 2,025.3

2014 14.3 20.3 9.5 1,433.5 1,915.6

2015 14.9 20.5 10.4 1,681.5 1,727.8

5カ年平均 14.5 20.4 9.9 1,642.9 1,870.5
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３）水系 

本市には、一級河川である紀の川本川流域と、橋本川流域、山田川流域、

田原川流域、嵯峨谷川流域等の支川流域で形成されています。本市にとって

母なる川といえる紀の川は、日本最多雨地帯として知られる大台ヶ原にその

源を発し、紀伊半島の中部を西流し、和歌山市において紀伊水道に注いでい

ます。その流域は、大半が山地で占められ、奈良県、和歌山県にまたがる流

域面積は 1,750km2、流路延長は 136km となっています。 

［出典］「橋本市環境基本計画」（平成 20 年 3 月） 

 

 

４）植生 

本市の植生は、市域北部の丘陵地及び市域南部の山地におけるスギ、ヒノ

キ、サワラ等の常緑針葉樹林と、市域中央部の水田雑草群落から構成されて

います。また、市域南部には、一部モチツツジ－アカマツ群落が見られると

ともに、市全域にはコナラなどの広葉樹林も点在しています。市域全体に占

める林野率は、約 60％であり、そのうち人工林が 65％を占めています。 

［出典］「橋本市環境基本計画」（平成 20 年 3 月） 

 

 

５）動物 

本市における学術上価値の高い生物として、昭和 40 年代には、紀見峠周辺

地区に、ギフチョウ、ナガボシカメムシ、フサヒゲサシガメ、ウラナミアカ

シジミなど県下で極めて少ないものが生息し、ハッチョウトンボの県下唯一

の産地との報告がありましたが、現在では、その数もさらに減少、あるいは

絶滅したものと考えられます。 

また、昭和 56 年発行の第 2 回自然環境保全基礎調査（環境庁）によると、

指標昆虫類であるムカシトンボ、ムカシヤンマ、ハッチョウトンボ、ハルゼ

ミの生息が、絶滅危惧種としてナニワトンボの生息が報告されています。 

さらに、淡水魚類では、ニッポンバラタナゴ、アユカケ（カマキリ）、ア

ブラハヤの生息が報告されているほか、哺乳類では、イノシシ、キツネ、タ

ヌキが生息するという情報が得られています。 

［出典］「橋本市環境基本計画」（平成 20 年 3 月） 
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２ 社会的概況 

１）人口及び世帯数の推移 

（１）国勢調査 

国勢調査における本市の行政区域内人口等の推移を表 1.2.2 に示します。 

本市の人口は、平成 12 年以降減少しており、平成 27 年で 63,609 人、

平成 22 年比で約 3 千人減となっています。また、世帯数は増加を続けて

おり、平成 27 年で 23,626 戸となっています。 
 

表 1.2.2 行政区域内人口等の推移（国勢調査） 

 
［出典］国勢調査（各年 10 月 1 日） 

 

また、昭和 60 年から平成 22 年までの男女別年齢構成別人口の推移を図

1.2.3 に示します。 

0～14 歳の年少人口は、男女ともに平成 7 年以降は減少傾向となってお

り、男性では平成 17 年、女性では平成 12 年にそれぞれ老齢人口が年少人

口を上回り、少子高齢化が進んでいます。 

15～64 歳の生産年齢人口は、男女ともに平成 12 年以降減少してきてい

ます。 

65 歳以上の老齢人口は男女ともに増加を続けており、昭和 60 年に対し

て平成 17 年では男女ともに約 2 倍の人口となっています。 

平成 22 年度国勢調査における本市の昼間人口は 55,808 人で、これは夜

間人口に対し 84.1％となっており、大阪府のベッドタウンである特徴が

伺えます。 
 

図 1.2.3 男女別年齢構成別人口の推移 

 
［出典］国勢調査/橋本統計要覧 2013 年度版 

単位 H2 H7 H12 H17 H22 H27

人口 人 62,156 69,329 70,469 68,529 66,361 63,609

世帯数 戸 17,547 20,655 22,164 22,860 23,468 23,626

【男性】 【女性】
S60 H2 H7 H12 H17 H22 S60 H2 H7 H12 H17 H22

0～14歳 6,308 6,419 6,726 6,094 5,004 4,423 0～14歳 5,972 5,925 6,326 5,743 4,896 4,316

15～64歳 18,099 20,066 22,299 22,432 21,528 19,892 15～64歳 19,225 21,376 23,656 23,832 23,036 21,542

65歳～ 2,838 3,294 4,155 5,003 5,830 6,837 65歳～ 4,313 5,076 6,167 7,343 8,231 9,142

計 27,245 29,779 33,180 33,529 32,362 31,152 計 29,510 32,377 36,149 36,918 36,163 35,000

※年齢不詳は含まない。
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（２）住民基本台帳登録者数（各年度末現在） 

住民基本台帳における本市の行政区域内人口等の推移を表 1.2.3、男女

別年齢構成別人口を図 1.2.4 に示します。 

人口は年々減少しており、平成 27 年度末では、65,000 人弱となってい

ます。また、世帯数は年々増加しており、平成 27 年度末では、約 27,000

世帯となっています。 

男女別年齢構成別人口をみると、男女とも 65～69 歳が最も多くなって

おり、若くなるにつれて、概ね少なくなります。 

 

表 1.2.3 行政区域内人口等の実績（住民基本台帳） 

 

［出典］市の資料 

 

 

図 1.2.4 男女年齢構成別人口（H27 住民基本台帳） 

  

年度 H23 H24 H25 H26 H27

人口（人） 67,529 66,657 65,828 65,479 64,793
H23を100％とした場合の割合 100.0% 98.7% 97.5% 97.0% 95.9%

世帯数（世帯） 26,196 26,603 26,842 26,959 27,014
H23を100％とした場合の割合 100.0% 101.6% 102.5% 102.9% 103.1%
※各年3月31日現在（外国人を含む）

1102

1313

1453

1625

1629

1510

1539

1707

2136

1890

1889

2145

2494

2800

1943

1511

1079

602

187

36

12

0100020003000

0～4

5～9

10～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85～89

90～94

95～99

100～

系列1
男性 女性

1120

1257

1434

1597

1562

1585

1636

1735

2205

2100

2273

2430

2507

3020

2079

1873

1667

1207

651

220

33

0 1000 2000 3000

０～４歳

５～９歳

１０～１４歳

１５～１９歳

２０～２４歳

２５～２９歳

３０～３４歳

３５～３９歳

４０～４４歳

４５～４９歳

５０～５４歳

５５～５９歳

６０～６４歳

６５～６９歳

７０～７４歳

７５～７９歳

８０～８４歳

８５～８９歳

９０～９４歳

９５～９９歳

１００歳～



 19 

（３）人口動態 

和歌山県内の人口動態を図 1.2.5 に示します。 

その人口動態をみると、本市は、ほとんどの市町村と同様に減少してい

るのがわかります。 

 

 

図 1.2.5 和歌山県内の人口動向 
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２）産業 

国勢調査での平成 22 年の産業別集合人口を表 1.2.4 及び図 1.2.6 に示しま

す。 

就業人口は、市全体で 31,364 人となっています。就業比率では、「卸売・

小売業（16.2％）」、「製造業（14.8％）」、「医療・福祉（13.9％）」の

順に多くなっています。 

 

表 1.2.4 産業別就業人口（平成 22 年） 

 
［出典］国勢調査 

図 1.2.6 産業別就業人口（平成 22 年） 
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卸売業・小売業 5,070 16.2
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和歌山県内の農業及び工業の様子を図 1.2.7 に示します。本市は、果樹

（かき）栽培がさかんな地域です。 

 

 

 

図 1.2.7 和歌山県内の農業及び工業の状況 
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３）交通 

交通整備状況を図 1.2.8 に示します。 

鉄道は南海高野線が大阪市と、JR 和歌山線が和歌山市と奈良方面を結び、

橋本駅で連絡しています。 

道路は関西大環状道路の一部を形成する京奈和自動車道や和歌山市と京都

市に連絡する国道 24 号、高野山方面に連絡する 370 号が東西方向に、また、

大阪府方面に連絡する国道 371 号が南北方向に通っており、これら国道や県

道などが本市の幹線道路となっています。 

 

 

図 1.2.8 交通整備状況 

 

［出典］橋本市のホームページ 
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４）土地利用 

本市の総面積と地目別面積を表 1.2.5 に、地目別面積比を図 1.2.9 に示し

ます。 

本市は、市の中央部を東西に紀の川が流れ、北部は河岸段丘からなる丘陵

地、南部は紀伊山地に連なっています。本市の総面積は 130.55km2 であり、市

域の 43.6％を山林、宅地が 8.0％、田が 7.8％を占めています。 

 

 

 

表 1.2.5 本市の総面積と地目別面積 

 

［出典］和歌山県統計年鑑【平成 27 年刊行】 

 

 

図 1.2.9 地目別面積比 

 
［出典］和歌山県統計年鑑【平成 27 年刊行】 

 

 
 

単位：km2
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