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国の第五次環境基本計画 

スライド：環境省『第五次環境基
本計画の概要』より 



背景① SDGs 



背景②：パリ協定 

パリ協定：数十年の間にCO2などの排出量を実質「ゼロ」に 

Photo by IISD/Kiara Worth(www.iisd.ca/climate/cop21/enb/12dec/html) 



気候変動のメカニズム・現状 

IPCC（気候変動に関する政府間
パネル）による最新の報告 
 
・温暖化に疑う余地は無い 
・温暖化は人間の影響の可能性が 
 極めて高い（95%以上） 



気温の将来予測 

JCCCAウェブサイトより 
6 

現在程度の
対策を続け
た場合 

最大限の対
策をとった

場合 



パリ協定のゴール＝排出量実質ゼロ 

気
温
上
昇

 

CO2の「積み重
ね」の排出量 

CO2などの排出量を 

実質ゼロにしないと 
温暖化は止まらない 

STOP! 



電気屋さん振興 ✕ 温暖化 

京都市内での 
モデルプロジェクト 

京都府全域での 
プロジェクト 

京都府・京都市で
条例化 

国の「統一省エネ 
ラベル」へ発展 



商店街 × 教育 ✕ 温暖化 

手作りLEDで 
消費電力９０％削減 

教科書にも登場 



食べ物 × 温暖化 

学校で京都の 
魚を 

企業でも魚を、 
そして鹿を 



食べ物 × 温暖化 

舞鶴産カマス
のフライ 

豚汁 
南山城村産豚肉 

木津川市産梅谷大根・
味噌・こんにゃく 

木津川市産米 

京都府産米粉の
ムース 

京都府産 
牛乳 



食べ物 × 温暖化 

CO2排出 
96％削減 



食べ物 × 温暖化 

社員食堂での 
啓発の例 



食べ物 × 温暖化 

（※注意点） 

国産の肉は、飼料が 

外国産の場合もある 
→ＣＯ２は減らない 

 

野生の鹿肉の場合は、 

飼料も地産地消 



食べ物 × 温暖化 
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（○○株式会社福知山工場） 

キャンペーン期間中(２０１５年１２月） 

福知山市産食材導入量４６．９ｋｇ 

品目 使用量（㎏）
大根 29.4
かぶら 6.4
白菜 1.4
青葱 1.6
水菜 1.8
太葱 0.7
プチトマト 0.7
大根菜 0.3
南瓜 1.6
鹿肉 3
合計 46.9

品目別使用量合計

野菜は前の産地不明で計算 

鹿肉はオーストラリア産牛肉
と比較して計算 

93％削減 



地元の木 ✕ 温暖化 
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証明書発行件数と 

CO2削減量の推移 

CO2削減量（公共事業） 
CO2削減量（一般住宅等） 
認証件数（公共事業） 
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森づくり × 温暖化 

地域が子どもを 
あたためる 

薪が 
地域をつなぐ 



保育園 × 温暖化 

京都市で、城陽市で、宮津市で・・・ 

約４０ヶ所の 
発電所が稼働 



防災 ✕ 温暖化 



地域の交通安全 × 温暖化 



夏休み × 温暖化 

19,701世帯 

京都府 
直接実施 

協働実施 



小学校 × 温暖化 

事前 

学習会 

京都市「こどもエコライフチャレンジ」 

 京都市と気候ネットワークが協働実施 2010年から小学校で実施 

夏・冬休み 

実践 

振り返
り学習
会 

継続 

発展 

※京都市と、京都市を除く府域で 

 大きな「気候教育格差」が 



２,440回 

87,409人 

数字で見る推進員活動 



命 ✕ 温暖化 

ヒートショックによる死亡リスクは 
交通事故の4倍 



【背景】温暖化対策と「ガマンのリスク」 

都道府県別入浴中心肺停止発生率 

（図：東京都健康長寿医療センター「わが国における入浴中心肺停止状態(CPA)発生の実態  
－47 都道府県の救急搬送事例 9360 件の分析－ 」より） 



高齢者 × 温暖化 

（図：東京都健康長寿医療センター「冬場の住居内の温度管理と健康について」より） 

こたつやホットカーペーっとで生活する高齢者より、部屋全体を暖房する高齢者の方が、
活動量が多く、筋力が強い。 
断熱性能の高い住宅の普及は、高齢者のいきいきとした生活につながる。 



低所得者のくらし × 温暖化 

森太郎ら（2016）寒冷地のFuel Poverty の実態に関する研究その１ Fuel Poverty の定義と統計データの分析, 

日本建築学会大会学術講演梗概集より 

低所得者ほど 
エネルギーコストの 

割合が高い 



地域経済 ✕ 温暖化 2018/7/4

https://www.teikokushoin.co.jp/statistics/japan_world/japan/map/plain/26.html 1/1

年間エネルギー費流出推定額 

約6,800億円 
(2015年度)  
経済産業省「都道府県別エネルギー統計」、 
国土交通省「自動車燃料消費統計」 
日本エネルギー経済研究所「エネルギー経済統計要覧」より推定 
 

京都府の人口で按分すると、一人あたり26万円 

参考：京都府の30年度予算 

      約8,700億円 



【重要】 気候変動対策のイメージ 

科学技術振興機構,2015,『世界市民会議「気候変動とエネルギー」開催報告書』より 

我が国では、温暖化対策
を「生活の質を高める」
と捉える人は少数派 

環境・経済・社会の統合的
発展を実感できる機会・場

が必要 



•府内には「持続可能な京都（環境・経済・社会が
統合的に発展する京都）」につながる魅力的な取
組が生まれている。 

• これらの取組の裏には、これを支える裏方（専門
性・継続性を持った中間支援組織）が存在する。 

• 「パラダイム・シフト」が必要とされる中、「持続可能
な京都」を実感できる「小さな成功事例」を各地で
創出すること、これを政策化することが必要。 

•行政ができることに限りがある。「協働」でないと地域
は作れない。   

•協働による「持続可能な京都づくり」の推進を。 

持続可能な京都づくりに向けて 


