
 

  



 

  



 

 

市長挨拶 

 

現在の「八千代市第２次環境保全計画」の計画期間が令和２年度 

末で満了するため，令和３年度から１０年間の本市の環境保全に係 

る基本施策を定めた「八千代市第３次環境保全計画」を策定しまし 

た。 

現行の計画を策定してから 10年が経過し，その間に世界的には国 

連の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が採択されました。また， 

地球温暖化対策の国際的枠組みである「パリ協定」の発効により， 

2050 年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする政府目標が

掲げられ，本市でも令和２年 12月にゼロカーボンシティ宣言をおこ

ないました。 

「八千代市第３次環境保全計画」では，３つのプロジェクト（１．ゼロカーボンシティ推進プ 

ロジェクト ２．谷津・里山保全・活用プロジェクト ３.環境にやさしい人づくりプロジェク 

ト）を重点的に推進する施策として掲げ，ＳＤＧｓや脱炭素社会の実現等の新たな課題に対応 

していきます。 

最後になりますが，本計画の策定にあたり，アンケート調査やパブリックコメントを通じて 

貴重なご意見を賜りました市民・事業者の皆様, 熱心な審議を通じて答申をいただきました八 

千代市環境審議会委員の皆様には改めて感謝を申し上げます。 

 

 

令和３年３月 

八千代市長 服部 友則 
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５ 気候変動への適応 

 

 

 

１ 計画策定の背景  ２ 計画の位置づけ  ３ 計画の対象地域、対象分野及び期間 

第1章 はじめに 

第２章 八千代市の環境の現況とこれまでの取組 

１ 環境行政をとりまく動向 ２ 「八千代市環境保全計画」に基づくこれまでとこれから 

 

３ 八千代市の環境の現況と課題 

第３章 八千代市の目指す環境の将来像 

「ひと」「まち」「みらい」を念頭においた 

環境保全に貢献する計画の実施 

1 八千代市の環境の将来像（環境都市像） 

２ ５つの基本方針 

 

３ 計画と 2030 アジェンダとの関係性 

 

“望ましい環境都市の姿”の実現と 

2030 アジェンダへの貢献 

 

 

第 4 章 環境像を実現するための施策の展開 

 

基本方針１ 地球温暖化対策を推進し、脱炭素型 

まちづくりを進めます 

 基本方針 2 地域資源を最大限活用し、 

循環型社会の形成を推進します 

基本方針 3 安全で快適な生活環境を保全します 

第 5 章 戦略的・重点的に推進する施策 

１ ゼロカーボンシティ推進プロジェクト 

             「まち」「みらい」 

２ 谷津・里山保全・活用プロジェクト 

             「ひと」「まち」 

基本方針 4 豊かな水・緑を保全し、自然と共生する 

まちづくりを進めます 
３ 環境にやさしい人づくりプロジェクト 

             「ひと」「みらい」 

 

基本方針５ 環境保全のための人づくり・地域づくり 

を推進します 

八千代市の環境の将来像（環境都市像）の実現に向けた取組 

１ 各主体の役割と行動指針  ２ 地域別行動指針 

第６章 主体別・地域別行動指針 

第７章 地球温暖化対策実行計画 –八千代市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）– 

２ 八千代市の温室効果ガス排出状況 

３ 八千代市の温室効果ガス排出量将来推計 

４ 八千代市の温室効果ガス排出量の削減目標 

１ 推進体制  ２ 進行管理 

第８章 計画の推進 

（基本方針１、２、４、５） 

（基本方針１、４、５） 

（基本方針３、４、５） 



 

 

 

 

 

 

第１章 はじめに 
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第１章 はじめに 
 

１ 計画策定の背景 ～ 持続可能な社会の実現、開発目標の達成に向けて ～ 

八千代市（以下、「本市」という）では、平成 10 年（1998 年）に環境保全についての基本的な理念を定め、

環境保全に関する施策を推進するために「八千代市環境基本条例」を制定しました。この基本条例に基づ

き、恵み豊かな環境をより良い状態に保全し将来に引き継ぐために、平成 12 年に「八千代市環境保全計

画」、平成 23 年に「八千代市第２次環境保全計画」を策定し、環境保全のための施策に取り組んできまし

た。 

第２次環境保全計画の期間満了に伴い、計画の取組を点検評価し環境の現況を把握するとともに、国

連の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」や地球温暖化対策の国際的な枠組みである「パリ協定」、これらを受

けた国の第五次環境基本計画における「環境・経済・社会の統合的向上」など、国内外の社会情勢の変化

に伴う新たな課題や目標に対応するため、施策の見直しを行いました。 

日本全体では人口減少が進む中、本市の人口は令和２年（2020 年）に 20 万人を突破するなど、成長を

続けています。「八千代市第３次環境保全計画」は、現在及び将来の市民が、健全で良好な環境の恵みを

受けられ、その環境が将来にわたって維持されるよう、環境保全に関する総合的かつ長期的な施策・事業

を示す計画として、策定するものです。 

本計画では、市民、事業者及び行政が連携して環境保全の取組を進めるとともに、国・県と連携し、持

続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成、持続可能な社会の実現に貢献することを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＳＤＧｓとは、持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」の略であり、2015 年９月の国

連サミットで採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された 2016 年から 2030 年

までの国際目標です。日本では、豊かで活力のある「誰一人取り残さない」社会を実現するため、世界

の「国づくり」と「人づくり」に貢献することを「ＳＤＧｓアクションプラン２０２０」において位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 

２ 計画の位置づけ 

八千代市第３次環境保全計画は、国及び千葉県の環境基本計画や八千代市第５次総合計画などの上

位計画をはじめ、環境の保全に関連する各分野の計画と連携を図り、本市における環境行政を総合的か

つ計画的に推進するための計画として位置づけられます。 

また、市民（団体）・事業者・市の役割を明らかにしながら協働して各施策を進め、指標の達成状況を管

理し計画的な進捗を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の対象地域、対象分野及び期間 

八千代市第３次環境保全計画の対象地域は市内全域とし、社会経済環境を考慮しつつ、その対象分

野は生活環境、自然環境及び地球環境とします。 

また、計画の期間は、令和３年度（2021 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までの 10 年間とし、本市の

環境状況や社会情勢の変化、環境指標の到達度を点検・評価し、令和７年度（2025年度）に必要に応じて

計画を見直します。

【国】 【八千代市】 

環境基本法 
地球温暖化対策の推進に関する法律 
循環型社会形成推進基本法 
生物多様性基本法 
気候変動適応法 

第五次環境基本計画 

【千葉県】 
千葉県環境基本条例 
千葉県環境保全条例 
千葉県里山保全条例 

第三次環境基本計画 

八千代市環境基本条例 

八千代市第５次総合計画 

【八千代市第３次環境保全計画】 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策実行計画 

気候変動の影響と適応の
取組方針 

（上位計画） 

（関連計画） 地球温暖化対策実行計画 
（事務事業編） 

八千代市一般廃棄物処理
基本計画 

緑の基本計画 

谷津・里山保全計画 

新エネルギー・省エネルギービジョン 

地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編） 



 

 



 

 

 

 

 

 

第 2 章 八千代市の環境の現況とこれまでの取組
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第２章 八千代市の環境の現況とこれまでの取組 
 

１ 環境行政をとりまく動向 

（１） 社会状況の変化 

１）人口の推移 

本市の総人口は、昭和 42 年（1967 年）に市制が施行されて以来、東日本大震災の影響を受けた平成

23 年（2011 年）を除き一貫して増加しており、令和２年（2020 年）３月末時点では 200,275 人となっていま

す。平成 17年（2005年）には老年人口が年少人口を上回っており、近年総人口に占める老年人口の割合

が高まっていることからも、高齢化の進展が顕著となっています。 

将来人口推計結果によれば、本市の総人口は令和７年（2025 年）までは増加する見込みとなっており、

その後は、全国の傾向と同様に、減少に転じることが見込まれています。 

 

図 総人口及び年齢別人口の推移 

 
資料 年齢３区分人口の推移（各年３月末現在、平成 10 年以降は外国人を含む） 

 

図 将来人口推計 

 
資料 八千代市人口ビジョン（令和２年改訂版） 
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４ 

 

２）産業の状況 

本市の産業構造は、第二次産業が約２割、第三次産業が約７割を占めており、この 20 年間で、第一次

産業従事者だけでなく、第二次産業従事者が減少していることが特徴です。 

商工業において、製造品出荷額は近年増加している一方、年間商品販売額及び事業所数は減少傾向

にあります。 

 

図 産業大分類別就業人口比 

 
資料 八千代市 HP(「八千代市の統計」) 

 

図 製造品出荷額及び事業所数                  図 年間商品販売額及び事業所数 

資料 「千葉県の工業」より八千代市データを抜粋           資料 「平成 26 年千葉県の商業」より八千代市データを抜粋 
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本市では、野菜を中心に酪農やナシ栽培が盛んです。平成 30 年（2018 年）の農業産出額は、野菜が

18.3 億円、畜産が 9.7 億円、果実が 6.2 億円、米が 4.1 億円、その他で計 39.5 億円となっています。しか

しながら、販売農家数は年々減少する傾向にあり、平成 27年度では 498戸でした。 

 

図 販売農家戸数の推移                                    図 農業産出額（億円） 

 
資料 「農林業センサス」より八千代市データを抜粋        資料 平成 30 年市町村別農業産出額（推計） 

農林業センサス結果等を活用した 

市町村別農業産出額の推計結果 

３）土地利用の状況 

本市の土地利用の特徴は、中南部に人口のほとんどが集中する市街地があり、北部は市域の半分を占

める農村地帯で多くの緑が残され、谷津・里山など「水と緑」の自然の豊かな地域です。 

平成 15年（2003年）から令和元年（平成31年）（2019年）までの間に、山林が約 120ha、田畑が約 130ha

減少した一方、宅地が約 200ha 増加しています。転用された農地のうち、住宅地への転用が最も多く、人

口増による発展という本市の特徴がうかがえます。 

 

図 土地利用の推移 

 
資料 八千代市 HP(「八千代市の統計」) 
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４）交通の状況 

本市の道路網は、首都圏を環状にとりまく国道 16 号と国道 296 号などの広域幹線道路や、都市計画道

路３・４・１号新木戸上高野原線、３・３・７号大和田駅前萱田線、３・４・１２号八千代台南勝田台線といった都市

幹線道路、そのほか県道や市道によって形成されています。国道 296 号などでは、交通量の増加に伴い

慢性的な渋滞が発生しています。また狭隘な道路もあることから、計画的な道路整備が求められます。 

鉄道は、市域の南端部を京成本線が通り、市内に八千代台駅、京成大和田駅、勝田台駅の３駅があり

ます。また中央部には西船橋駅から東葉勝田台駅を結ぶ東葉高速線が通り、八千代緑が丘駅、八千代中

央駅、村上駅、東葉勝田台駅の４駅があり、東葉勝田台駅は京成本線の勝田台駅と接続しています。 

 

図 交通ネットワーク 

 

資料 八千代市都市計画マスタープランより骨格道路概念図  



 

７ 

（２） 持続可能な社会の実現に向けた国内外の動き  

 

１）持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals：ＳＤＧｓ)への対応 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、平成 13 年（2001 年）に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の

後継として、平成 27 年（2015 年）９月の国連サミットにおける「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」

に記載された 2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。17のゴールと 169のターゲ

ットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。 

ＳＤＧｓは、全ての国に適用される普遍的（ユニバーサル）な

目標であり、日本も積極的に取り組んでいます。 

日本政府は、「ＳＤＧｓアクションプラン２０２０」において、豊

かで活力のある「誰一人取り残さない社会」を実現するため、

国内実施・国際協力の両面において、右下に示す３本柱を中

核とする「日本のＳＤＧｓモデル」の展開を加速化していくこと

を打ち出しています。 

気候変動や貧困・格差の拡大による社会の分断・不安定化

などの様々な課題に対して、経済・社会・環境の三側面から統

合的に取り組み、持続可能な世界の実現を目指すＳＤＧｓの

役割はこれまで以上に重要になっています。地方自治体にお

いても、ＳＤＧｓ達成に向けた取組の加速化、各地域の多様な

優良事例の発信が求められています。 

 

２）地球温暖化対策の強化・気候変動への適応 

2015 年(平成 27 年)に温室効果ガス削減に関する国際的取り決めを話し合う「国連気候変動枠組条約

締約国会議(通称ＣＯＰ）」で合意されたパリ協定は、2020 年（令和２年）以降の気候変動問題に関する、国

際的な枠組みです。世界共通の長期目標として、産業革命前からの平均気温の上昇を２℃より十分下方

に保持、1.5℃に抑える努力を追求することを目的としています。 

日本では、国内の排出削減・吸収量の確保により、2030年度（令和 12年度）において、2013年度（平成

25年度）比 26.0％減（2005年度（平成 17年度）比 25.4％減）の水準にするとの中期目標を定めています。

この目標達成に向けて 2016年（平成 28年）５月に「地球温暖化対策計画」が策定されました。 

さらにパリ協定発効を期に、世界全体で、温室効果ガス排出

量の実質ゼロに向けた取組が加速していることを受け、2050 年

までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする政府目標が掲げ

られています。 

また、気候変動への適応を推進することを目的として、2018

年（平成 30 年）６月に気候変動適応法が公布され、同法に基

づき同年 12月に「気候変動適応計画」が施行されました。 

気候変動の緩和策と適応策は車の両輪の関係であり、地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温

暖化対策推進法）と気候変動適応法の２つを礎に、気候変動対策の更なる推進が期待されています。  

I. ビジネスとイノベーション 

～ＳＤＧｓと連動する「Society5.0」の推進 

II. ＳＤＧｓを原動力とした地方創生、 

強靭かつ環境に優しい魅力的なまちづくり 

III. ＳＤＧｓの担い手としての 

次世代・女性のエンパワメント 

「日本のＳＤＧｓモデル」の３本柱 

（出典：ＳＤＧｓアクションプラン２０２０） 

ＣＯＰ２１におけるパリ協定合意 

ＳＤＧｓサミット 2019 



 

８ 

３）環境・経済・社会の統合的向上と地域循環共生圏の創造 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の中には、水・衛生、エネルギー、持続可能な都市、持続可能な生産と

消費、気候変動、海洋資源、陸上資源といった地球環境そのものの課題及び地球環境と密接に関わる課

題に係るゴールが数多く含まれていま

す。 

国の「第五次環境基本計画」では、Ｓ

ＤＧｓの考え方も取り入れて、特定の施

策が複数の異なる課題を統合的に解決

する分野横断的な重点戦略（経済、国

土、暮らし、技術、国際）を設定すること

で、環境・経済・社会の統合的向上を具

体化することを目指しており、戦略の展

開に当たってはパートナーシップ（あらゆ

る関係者との連携）を重視しています。 

また、自立・分散型の社会を形成しつつ、

近隣地域等と地域資源を補完し支えあう考

え方である“地域循環共生圏”を、環境・経済・社会の統合的向上の具体化の鍵の１つとして示しています。 

 

４）経済発展と社会的課題の解決を両立するＳｏｃｉｅｔｙ ５．０の実現を目指して 

Society 5.0 とは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムに

より、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）を指すものです。狩猟社会

（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続き、我が国が

目指すべき未来社会の姿として第５次科学技術基本計画において初めて提唱されました。 

経済発展が進む中、人々の生活は便利で豊かに

なりましたが、これに相反して解決すべき社会的課題

が複雑化しています。現在の社会システムでは経済

発展と社会的課題の解決を両立することは困難な状

況になってきています。 

 

 

我が国は、課題先進国として、ＩｏＴ、ロボッ

ト、人工知能（ＡＩ）、ビッグデータといった社会

の在り方に影響を及ぼす先端技術を、あらゆ

る産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社

会的課題の解決を両立していく新たな社会

である Society 5.0の実現を目指しています。         

Society 5.0 による社会のイメージ図 

（出典：内閣府）  

地域循環共生圏のイメージ図 

（出典：環境省） 



 

９ 

２ 「八千代市環境保全計画」に基づくこれまでとこれから 

本市では、平成 10 年（1998 年）に環境の保全についての基本的な理念を定め、環境保全に関する施

策を推進するために八千代市環境基本条例を制定しました。この基本条例に基づき、恵み豊かな環境を

より良い状態に保全し将来に引き継ぐために、平成 12 年（2000 年）に八千代市環境保全計画を策定しま

した。 

平成 23年（2011年）３月には、計画期間の満了に伴い、新たな「第２次環境保全計画」（計画期間：平成

23 年度～令和２年度）を策定しました。この計画では、これまでの計画の理念や考え方を継承しつつ、地

球温暖化や生物多様性の確保等の重要な課題に対応するため、目指す環境の将来像として「自然と人の

くらしが持続的に調和するまち ～次世代に、快適な環境を継承するために～」を掲げ、持続可能な循環

型まちづくり、安心・安全な生活環境保全、自然と共生するまちづくりなどに取り組んできたところです。 

第３次環境保全計画においては、これまでの取組結果としての環境の現況、市民のニーズ及び社会情

勢の変化を踏まえ、今後 10 年とその先を見据え、本市の恵み豊かな環境を保全するとともに地球環境保

全に貢献するための施策を総合的に立案し、計画的に実施していきます。 

計画実施においては、以下に示す「ひと」「まち」「みらい」という３つのキーワードを念頭に、進めていきま

す。 

 

市民の 

ニーズ 

社会の 

動き 

市の 

特徴 

 

まち 
八千代市の特徴 

 

ひと 
市民の想い 

 

みらい 
社会の動き 

 落ち着き、心地よい暮らし 

 健康・快適 

 幅広い世代の活躍 

 次世代への継承 

 豊かな谷津・里山の恵み 

 人・都市・自然の調和 

 人口変動・成長続く多様性の

ある街（外国人等を含む） 

 誰ひとり取り残さない社会 

 持続可能な循環型社会 

 2050 年温室効果ガス（CO2） 

排出実質ゼロ 

 気候変動に対する強靭さ 

 科学技術の活用 

 



 

１０ 

３ 八千代市の環境の現況と課題    

（１） 地球温暖化対策推進に向けた現状と課題 

【現況】 

① 気候変動の影響の顕在化 

 本市においても、過去 30年で気温の年平均値が約 1.7℃上昇し、台風被害や熱中症による搬送が増える

など、気候変動の影響が顕在化し、今後さらに深刻化するおそれがあります。 

 気候変動によって、気象災害や、熱中症の増加などの健康被害、農業作物の収穫時期の変化など、様々

な影響が想定されます。それらの被害を地球温暖化による影響として市民に周知することで、地球温暖化

問題に関する当事者意識を醸成するとともに、被害を防止・軽減するための適応策について検討し、計画

に反映する必要があります。 

 

令和元年（2019 年）９月の台風 15 号により新川千本桜のうち 100 本以上の桜が倒木 

 

② 温室効果ガスの排出状況 

 本市における温室効果ガス排出量は、緩やかな増加傾向が見られます。産業部門からの排出量が全体の

半分以上を占めており、他の部門（業務部門、家庭部門、運輸部門、廃棄物部門）は横ばいか減少傾向に

あるのに対し、産業部門は増加傾向が見られます。 

 2050年に温室効果ガス排出実質ゼロを目指し、本市の特徴でもある豊かな水・緑を活かした脱炭素型の

まちづくりや、再生可能エネルギー等の積極的な活用、市民・事業者のライフスタイル・ワークスタイルの転

換に向けた取組を総合的に進めていくことが求められます。 

図 市域からの温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 環境省 
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③ 再生可能エネルギー等の導入・活用 

 本市の温室効果ガス排出削減の取組として、公共施設への太陽光発電設備等の導入や、住宅用省エネ

ルギー設備等設置補助事業が実施されており、市域における太陽光発電設備の容量・件数は増加してい

ます。 

 しかしながら、市民アンケートでは、７割の市民が省エネルギー設備等を利用していましたが、高効率照明

機器が中心であり、太陽光・太陽熱利用は１割以下という結果でした。事業者アンケートにおいても、高効

率省エネ機器や低公害車、低燃費車を導入している事業者が約５割、太陽光・太陽熱・バイオマスエネル

ギー導入は２割以下という結果でした。 

 温室効果ガス削減に向けて、多様なエネルギーの導入を継続して推進すること、また、導入した再生可能

エネルギー等を市内で有効に活用するための利用環境の整備が重要となります。 

 

図 市域の再生可能エネルギーの導入容量累積の経年変化 

 

資料 環境省（自治体カルテ） 

 

【第２次環境保全計画における環境指標の目標達成状況】 

  
単位 

基準値 
前期 2009 年 

後期 2015 年 

中間値 
(2015 年) 

現状値 
(2019 年) 

目標値 
前期 2015 年 

後期 2020 年 

評価 

前期 市民１人１日当たりのごみに

関して排出している CO2量 ｇ 514 452 ― 446 △ 

前期 市民１人が１日当たり使用し

ている電気量 
ｋWh 13.9 12.3 ― 13.2 〇 

後期 市が事業所として排出してい
る CO2 量（市民等が排出して
いるごみに起因するものを除
く） 

kg-CO2/

㎡ 
53.9 46.1 50.0 〇 

後期 公共施設における 省エネル
ギー設備等を設置した施設
数 

施設 ４ ８ ９ △ 

注：〇：目標達成 

△：目標未達であるが基準年と比べて改善 

×：目標未達であり基準年と比べて改善幅が小さい、もしくは悪化 
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（２） 循環型社会形成に向けた現状と課題 

【現況】 

① 廃棄物の発生状況 

 本市の一般廃棄物排出量は、家庭系・事業系ともに減少傾向にあります。市民アンケートでも、９割以上の

市民がリサイクル、ごみの減量化に努めており、取組が定着しています。しかしながら、リサイクル率につい

ては、全国・県平均と比較して低くなっており、市民１人１日当たりのごみの排出量（資源物を除く）とともに、

目標が達成できていません。 

 また、不法投棄処理量は、毎年変動していますが、著しい改善傾向は見られません。市民アンケートにお

いて、本市の課題として「ごみの不法投棄の撲滅」を挙げる市民が全体で３番目に多く、特に北部地域に

お住いの人は、半数以上が課題として挙げています。 

 今後は、廃棄物発生量削減の取組を継続するとともに、リサイクル率の向上に向けた取組が必要となりま

す。 

 

図 ごみ排出量の推移                         図 不法投棄物撤去量 

   
資料 八千代市一般廃棄物処理基本計画 

 

② 地域資源の有効利用 

 循環型社会の形成に向けた取組を推進するため、自治会、ＰＴＡ及び子ども会などが資源物を回収業者に

売却し、活動費の一部とする資源回収運動を推進しています。また、本市独自の取組としてごみの減量化

や再資源化に積極的に取り組む店舗を、八千代市ごみ減量協力店（再くるくん協力店）として認定し、資源

物の回収・再資源化を推進しています。 

 近年マイクロプラスチックを含む海洋ごみ対策が重要視されていますが、プラスチックごみについては、従

来可燃ごみとして収集していた白色食品トレイを資源物として回収し、再資源化を図るなど、取組を実施し

ています。 

 また、食品ロス削減については、八千代市一般廃棄物処理基本計画において、「食べ残し等の削減」とし

て令和２年度までに市民１人１日当たり 25g（対平成 26年度）削減する目標を定め、また、平成 30年度か

らは、食品ロス削減アクションプランを毎年度策定し、取組を推進しています。 

 こうした取組を一層促進し、地域資源の循環、有効利用を進めるために、他の自治体の先進事例も参考

に、効果的な施策を検討する必要があります。 
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１３ 

 

図 資源物回収量とリサイクル率の推移 

 
資料 八千代市一般廃棄物処理基本計画 

（リサイクル率=（資源物量+集団回収量）÷総排出量） 

 

【第２次環境保全計画における環境指標の目標達成状況】 

区

分 
環境指標 単位 

基準値 
前期 2009 年 

後期 2015 年 

中間値 
(2015 年) 

現状値 
(2019 年) 

目標値 
前期 2015 年 

後期 2020 年 

評価 

前

期 

市民１人１日当たりの一般廃

棄物総排出量 
g/日・人 821 767 ― 775 〇 

後
期 

市民１人１日当たりのごみの
排出量（資源物を除く） ｇ 671 661 599 × 

後
期 

リサイクル率* ％ 19.7 20.2  27.9  × 

注：〇：目標達成 

△：目標未達であるが基準年と比べて改善 

×：目標未達であり基準年と比べて改善幅が小さい、もしくは悪化 

＊：前期から継続（ただし基準年は変更） 
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１４ 

（３） 生活環境にかかる現状と課題 

【現況】 

① 市民アンケートで把握された環境に対する評価 

 市民アンケートでは、「水のきれいさ」に関する市民の評価は低く、本市の課題として「印旛沼や新川などの

水質改善」が全体で２番目に多い結果となりました。 

 現在の本市水道の水源は、地下水源と北千葉広域水道企業団の浄水受水が約５：５の割合となっており、

安定した水供給の上で地下水は重要な役割を担っています。 

 河川や地下水の水質調査では、毎年環境基準を超過する箇所が出ています。そこで本市は、計画的に公

共下水道整備、浄化槽設置、地下水浄化の取組を進めています。 

 市は、谷津・里山保全を通じて、水源かん養機能の保全や水環境と生態系の保全に努めるとともに、印旛

沼流域水循環健全化会議、印旛沼水質保全協議会に参加し、関係する市民（団体）、専門家、関係機関

等とともに、流域の健全な水循環を考慮した印旛沼の水環境改善策、治水対策の検討、対策実施を進め

ています。 

 効率的かつ持続的な水利用等を今後とも推進していくため、谷津・里山保全の取組や、「生活排水対策推

進計画」「印旛沼流域水循環健全化計画」等に基づく対策を継続し、水質改善に取り組むことが求められ

ます。 

 

図 市民アンケート「身の回りの環境について感じること」 

 
資料 八千代市の環境に関するアンケート調査（市民） 
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１５ 

 

図 公共下水道水洗化率と合併処理浄化槽設置の状況 

 

資料 八千代市の環境 

 

② 環境モニタリングの状況 

 本市の大気環境については、光化学スモッグ注意報がほぼ毎年発令されるなど環境基準未達成の状況が

継続しています。河川等の水質については、印旛放水路（以下、新川）等の複数調査地点において環境

基準を超過している箇所があります。騒音については、一部の幹線道路において環境基準を超過している

箇所が出ています。 

 近年、公害苦情件数は横ばいの状況です。従来は、野焼きを原因とする悪臭苦情が最も多い状況でした

が、近年は減少傾向にあり、建設工事などの騒音苦情が増えています。 

 環境基準の達成を目指し、モニタリングの継続や事業所等に対する基準遵守の指導、注意喚起に取り組

んでいく必要があります。 

 

公害苦情受付件数 

年      度 H27 H28 H29 H30 R1 

受付件数（件） 90 90 94 86 82 

内
容
別
件
数
（
件
） 

大気汚染 ３ ３ ５ ３ ５ 

水質汚濁 ３ ３ １ ２ ２ 

騒 音 16 26 30 34 34 

振 動 ８ ９ ６ ７ 10 

地盤沈下 ０ ０ ０ ０ ０ 

悪 臭 60 49 52 40 31 

地下水汚染 ０ ０ ０ ０ ０ 

土壌汚染 ０ ０ ０ ０ ０ 

その他 ０ ０ ０ ０ ０ 

資料 八千代市の環境  

98.0

99.1 99.2 99.1 99.1 99.2

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

H21

（2009）

27 28 29 30 R1年度
(2019)

公
共
下
水
道
の
水
洗
化
率(

%)

726

941 961 983 1,005 1,031 

0

200

400

600

800

1000

1200

H21

（2009）

27 28 29 30 R1年度
(2019)

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
基
数(

基)



 

１６ 

 

【第２次環境保全計画における環境指標の目標達成状況】 

区

分 
環境指標 単位 

基準値 
前期 2009 年 

後期 2015 年 

中間値 
(2015 年) 

現状値 
(2019 年) 

目標値 
前期 2015 年 

後期 2020 年 

評価 

前

期 
大気環境監視日数 日 365 366 ― 365 〇 

前

期 

排出基準等（大気・臭気）

の達成状況 
％ 88 75 ― 100％ × 

後
期 

大気環境測定項目 項目 ４ ３ ４ × 

後
期 

大気環境基準の達成状
況＊ ％ 75 77 73  77  × 

後
期 

調査事業場の排出基準
等（臭気）の達成状況 ％ 75 75 100 × 

後
期 

公共用水域調査地点数
＊ 地点 16 17 17 17 〇 

後
期 

公共用水域における水
質汚濁に係る環境基準
の達成状況＊ 

％ 56.3 65 59 71 × 

後
期 

合併処理浄化槽設置基
数＊ 基 726 941 1,031 1,100 △ 

後
期 

公共下水道の水洗化率
＊ ％ 98.0 99.1 99.2 99.4 △ 

前
期 

井戸水の水質調査本数 本 2,001 2,425 ― 2,500 △ 

前
期 

地質環境基準超過地区
数 地区 17 14 ― ８ × 

後
期 

井戸水の水質調査検体
数 検体 105 124 130 △ 

後
期 

地下水汚染対策実施地
区数＊ 地区 ７ ８ ７ ８ 〇** 

後
期 

地下水環境基準の超過
地区数 地区 14 14 11 × 

注：〇：目標達成 

△：目標未達であるが基準年と比べて改善 

×：目標未達であり基準年と比べて改善幅が小さい、もしくは悪化 

＊：前期から継続 

＊＊：地下水汚染対策を実施すべき地区数が７地区であるため目標達成 

 

  



 

１７ 

（４） 自然環境に関する現状と課題 

【現況】 

① 自然的土地利用/貴重な谷津・里山の保全の状況 

 本市には、首都圏に位置しながらも、北部地域を中心に豊かな自然が残されています。市民アンケートで

は、豊かな緑について市民の評価が高いことがうかがえました。 

 その一方で、本市では、人口増加とともに宅地化が進み、山林、田、畑等の自然的土地利用については、

減少傾向にあります。環境保全林、保存樹木も現行計画策定時に比べて、大きく減少しています。 

 市では、「八千代市谷津・里山保全計画」を策定し、地権者、市民団体等と連携し、水源かん養や生態系

保全などの多様な機能を有する谷津・里山の保全・再生にかかる活動を行ってきました。 

 人々に安らぎを与え、生物多様性保全を担うとともに、地球温暖化の進行や局地的豪雨の頻発等の気候

変動による影響に対応するためにも、緑地の重要性は高まっています。今後は、こうした豊かな自然を維持

する取組と同時に、自然の有する多様な機能を活用するグリーンインフラを導入するなどして、自然環境の

安全管理を行っていく必要があります。 

 

図 環境保全林と保存樹木指定数の推移 

 

 

② 生態系保全/自然とのふれあい活動 

 本市では、上述の谷津・里山保全計画に基づき、谷津・里山の多様な機能を活用した、様々な活動が展開

されてきました。八千代市自然環境調査では、貴重な動植物が確認されています。 

 市内の生物多様性を保全するため、ヤマトミクリ等、希少生物が生息する環境保全活動を支援するととも

に、市内で確認された特定外来生物の防除を行っています。 

 谷津・里山や新川等の水辺環境は、生態系ネットワークを形成する上でも重要であるため、これらの自然環

境を保全し、豊かな生物多様性を維持していくことが必要です。 

 市では、令和２年３月に国に登録された「印旛沼流域かわまちづくり計画」に基づき、千葉県並びに関係機

関と連携し、新川を中心に船着き場等の整備を進め、水辺の賑わいの創出と、防災機能強化を図り、新川

の総合的な利活用を推進することとしています。こうした水辺の整備に当たっては、生態系に配慮した工事

の実施や、その場を利用する市民の意見を踏まえた、親しみやすい水辺づくりを進めていく必要がありま

す。 

  

38,665

29,672 29,672 29,672
28,041 28,041

89
82 81 78 77 77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H21

（2009）

27 28 29 30 R1年度
(2019)

保
存
樹
木
指
定
数(

本)

環
境
保
全
林
面
積(

㎡)

環境保全林の面積 保存樹木指定数



 

１８ 

③ 市街地の緑、景観保全等にかかる状況 

 市民アンケートにおいて、「徒歩や自転車で移動しやすい」「景観に配慮した市街地が形成されている」に

ついては、現行計画時に引き続き、問題を感じている市民が多い傾向が見られます。 

 本市では、市街地整備に伴い、多数の公園・緑地が整備されてきており、市民１人当たりの都市公園等施

設面積は増加しています。その一方で、こうした既存設備の適切な維持管理や、多様化する市民のニーズ

に合わせたリニューアルなど、公共施設の維持管理について検討が必要となっています。 

 本市では、市民や事業者などの協力により、緑化協定や環境美化ボランティア制度（アダプト制度）を通じ

た緑の維持管理、快適な環境づくりが進められてきました。今後も市と市民・事業者との協働による公園や

河川、道路等の美化活動の継続が求められます。 

 

 

【第２次環境保全計画における環境指標の目標達成状況】 

区

分 
環境指標 単位 

基準値 
前期 2009 年 

後期 2015 年 

中間値 
(2015 年) 

現状値 
(2019 年) 

目標値 
前期 2015 年 

後期 2020 年 

評価 

後
期 

谷津・里山保全箇所数＊ 箇所 ０ ４ ９ ８ 〇 

前

期 

ほたるメイトの登録数及び

団体数 

名/世帯 

団体 

118 

８ 

120 

14 
― 

150 

10 
〇 

後
期 

ほたるの里活用回数 回 16 14 18 × 

前

期 
環境保全林の面積 ㎡ 38,665 29,672 ― 現状維持 〇 

前

期 
保存樹木指定数 本 89 82 ― 現状維持 △ 

後
期 

環境美化ボランティア制度
実施公園数 箇所 57 64 82 △ 

後
期 

緑豊かな街と感じている市
民の割合＊ ％ 77.4 76.7 79.7 82 △ 

後
期 

都市公園の面積＊ ㎡ 922,803 964,027 994,116 1,020,000 △ 

前

期 
エコファーマー認定数 人 103 109 ― 108 〇 

後
期 

エコファーマー戸数 件 109 116 114 〇 

注：〇：目標達成 

△：目標未達であるが基準年と比べて改善 

×：目標未達であり基準年と比べて改善幅が小さい、もしくは悪化 

＊：前期から継続 

 

  



 

１９ 

（５） 環境教育・学習や協働に関する現状と課題 

【現況】 

① 環境教育・学習にかかる状況 

 市内の小中学校においては、ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）推進の一環として、食育や食品ロス削

減のための取組、地域の方と協力して行う清掃活動、ごみの処理やクリーンエネルギーについての学習、リ

サイクル活動などの環境教育・学習が積極的に取り組まれています。 

 環境保全に取り組むには、市民一人ひとりの環境に対する意識が必要です。特にこれからの社会を担う子

どもたちについては、幅広い環境問題や地域に残された貴重な環境資源についての理解を深め、環境保

全の習慣を幼いうちから身につける機会を提供することが重要です。市民アンケート調査においても、市が

今後重視すべき事項として「学校での環境教育の充実」が２番目に多い結果となりました。 

 今後は、ＳＤＧｓの視点から環境教育・学習メニューを見直すとともに、必要に応じて多言語対応するなど、

外国籍の人も含めた子どもから大人まで幅広い市民を対象とし、環境教育・学習の活性化を図ることが求

められます。 

 

②  環境保全にかかる市民（団体）・事業者と市の協働の状況 

 やちよ市民活動サポートセンターには、環境保全に取り組む非営利活動団体等 31団体が登録されてお

り、各団体は積極的に取組を実施しています。また市と「環境保全に関する協定（環境保全協定）」を締結

している事業所が 20社あります。 

 市民・事業者アンケートでは、約６割の事業者が地域の環境保全活動を実施している一方で、市民におい

ては、地域の環境保全活動への参加は３割強にとどまっており、環境教育・環境学習に関わる自発的な行

動がとられていないことが見受けられました。加えて、環境保全に関する市の取組について、市民の認知

度が低いことが分かりました。 

 市民・事業者の活動をより促進するために、主体的な取組意欲を引き出すインセンティブの付与や、誰もが

参加しやすい環境保全活動の開催、環境に関する様々な情報提供、事業者同士、市民団体同士の情報

交換・連携の促進などの対策が必要です。 

 

  



 

２０ 

【第２次環境保全計画における環境指標の目標達成状況】 

区

分 
環境指標 単位 

基準値 
前期 2009 年 

後期 2015 年 

中間値 
(2015 年) 

現状値 
(2019 年) 

目標値 
前期 2015 年 

後期 2020 年 

評価 

後
期 

「八千代市の環境」の発行＊ ― 年 １ 回 年 １ 回 年 １ 回 現状維持 〇 

後
期 

環境学習ボランティア講師登
録人数 人 ７ 11 

13 

９人、４団体 
15 △ 

前

期 

環境学習講座開催数及び参

加者数 

回 

人/年 

25 

1,578 

31 

5,476 
― 

36 

1,600 
〇 

後
期 

環境学習講座等参加者数 人/年 713 2,127 1,100 〇 

後
期 

新川一斉清掃参加団体、参
加者＊  

団体 

名 

10 

344 

12 

264 

14 

326 

15 

350 
△ 

後
期 

環境保全協定締結事業場数
＊  事業場 23 22 20 24 × 

注：〇：目標達成 

△：目標未達であるが基準年と比べて改善 

×：目標未達であり基準年と比べて改善幅が小さい、もしくは悪化 

＊：前期から継続 

  



 

２１ 

（６） 第２次環境保全計画から第３次環境保全計画に向けた見直し 

１） 第２次環境保全計画の評価と次期計画に向けた環境課題 

第２次環境保全計画では、市の環境の将来像として「自然と人のくらしが持続的に調和するまち ～次

世代に、快適な環境を継承するために～」を掲げ、４つの基本方針のもと、環境施策に取り組みました。 

計画の進捗や取組成果を示す環境指標は、前期（平成 23-27 年度）については、基準年と比較して取

組が進捗・改善した項目は 26 項目中 20 項目であり、後期（平成 28-令和元年度）については 25 項目中

17 項目でした。環境指標の目標達成状況から、市民（団体）の協力のもと谷津・里山保全活動や環境学習

講座等が開催されるなど、地域の環境保全の取組が確実に進んでいる一方で、リサイクル率や大気・水な

どに関する環境基準については、目標が達成できず、取組の改善・見直しが必要であることが分かりました。 

また、アンケート結果からは、市民の環境に対する評価として「豊かな緑」に関する評価が高いこと、日常

生活においてリサイクルや家庭排水への配慮などの環境配慮行動が浸透していることが分かりました。事

業者についても、事業活動における環境保全の取組について、「企業の社会的責任から不可欠である」と

考えている事業所が７割以上を占めており、「廃棄物の分別・回収」「省エネ・省資源化」などに積極的に取

り組んでいます。 

一方で、「水の豊かさ・美しさ」「歩きたばこやポイ捨て・ごみの不法投棄」「徒歩や自転車での移動」につ

いては、問題を感じている市民が引き続き多い傾向が見られました。また、多くの市民が気象の変化を感じ

ており、事業者については台風被害や夏季の光熱費の増加など事業活動にも影響が出ていることが分か

りました。 

こうした本市の環境の現況や、上述の環境行政をとりまく動向を踏まえ、次期計画に向けた分野別の環

境課題を以下に示します。 

 

【地球温暖化対策】 

国内外の取組を受け、本市は 2050年に温室効果ガス排出実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ宣言を

令和２年（2020 年）に行いました。市域における温室効果ガス排出量は増加傾向にあり、産業部門を中心

に、排出削減のための更なる取組が必要です。本市の特徴でもある豊かな水・緑を活かし、エネルギー消

費の少ない脱炭素型まちづくりを進めるとともに、化石燃料を代替する再生可能エネルギー等の導入・活

用を推進します。また、気候変動に対応し、人々の生活を守るため、適応策を実施していく必要があります。 

 

① 温室効果ガス排出削減の推進 

市民・事業者の省エネルギー・地球温暖化対策を促進することにより、家庭・業務・産業部

門におけるエネルギー消費や温室効果ガス排出を抑制する。 

② 脱炭素型都市づくり 

緑化の推進、徒歩・自転車で移動しやすいまち、省エネ建築物の普及等によりエネルギー消

費や温室効果ガス排出を抑制する。 

③ 再生可能エネルギー・次世代エネルギーの活用推進 

太陽光・太陽熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーや水素エネルギー等の導入により化

石燃料の代替を推進する。 

④ 気候変動への適応に向けた対策の検討 

熱中症対策、防災・減災等気候変動に適応するための対策を検討・実施する。 



 

２２ 

 【循環型社会の形成】 

本市の一般廃棄物排出量は家庭系・事業系ともに減少傾向にありますが、第２次環境保全計画（後期）

における環境指標の目標は達成できませんでした。市民アンケートでは、八千代市の課題、行政が重視す

べき事項として廃棄物等の適正処理、不法投棄への対応が上位に挙がっています。 

国の第五次環境基本計画では、重点戦略の１つとして「地域資源を活用した持続可能な地域づくり」を

挙げており、循環資源や再生可能資源の活用により、地域循環共生圏の主要な部分に貢献することが打

ち出されています。 

本市においても４Ｒの取組を継続し、リサイクル率の向上、食品ロス削減やプラスチックによる海洋汚染

問題への対応を含めて地域資源の循環利用促進に向けた取組強化が必要となります。 

 
 

【生活環境対策】 

本市は印旛沼を望む新川をはじめとする豊かな自然環境に恵まれており、水道水源の約５割を地下水

に依存しています。印旛沼流域の関係機関と協力し、健全な水循環の維持・回復と水環境の改善に努め

ていく必要があります。 

社会経済活動の活発化により、大気、水、騒音、地下水に関する環境基準の達成状況については改善

しているとはいえません。快適な生活環境づくりに向けて、家庭、工場・事業場や自動車等から排出される

汚染物質の量を低減する取組を継続していく必要があります。 

  

① 廃棄物対策の継続、食品ロス削減や海洋プラスチック問題への対応 

４Ｒの取組を継続するとともに、食品ロス削減やプラスチックによる海洋汚染問題への対策

を強化する。 

② 地域資源循環・リサイクルの促進 

地域資源の循環利用を促進する。 

③ 廃棄物の適正処理 

ごみ分別ルールの徹底、不法投棄・ポイ捨て対策を強化する。 

① 健全な水循環の維持・回復/水環境の改善 

関係機関と連携し、継続的に健全な水循環の確保・水質改善に取り組む。 

② 良好な生活環境づくりに向けた取組強化 

環境基準の達成を目指し、監視及び規制遵守の指導を継続する。 
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【自然環境対策】 

市民の「豊かな緑」に関する関心・評価が高い一方で、緑地や農地など市域の自然的土地利用面積の

減少が続いています。北部を中心に広がる谷津・里山は、食料生産や水源かん養はもちろん、生物多様

性の保全や防災機能など多面的な機能を有します。また、市街地の緑についても、人々の生活に潤いを

与えるとともに、地域の生態系ネットワークを維持し、地球温暖化防止やヒートアイランド現象の緩和に貢献

することから、市域の緑の維持・創出に努めていく必要があります。 

 

 

【環境教育・協働の推進】 

市内の小中学校では、環境学習・教育に積極的に取り組んでおり、谷津・里山保全や地域の清掃美化

活動などに取り組む市民団体の活動も活発です。その一方で、市民アンケートでは、「時間が確保できな

い」、「活動情報を知らない」等の理由により、地域の環境保全活動に参加されていない実態が明らかにな

りました。また、事業者の環境保全に対する意識は高く、取組も進んでいる一方で、市と環境保全協定を締

結する事業所数は伸び悩んでいます。事業者の取組は、地域産業の発展や技術革新に繋がり、まちに活

力を与えることが期待されます。 

環境にやさしい魅力的なまちづくりに向けて、市民（団体）・事業者・市の協働のもと、環境保全のための

人づくり、地域づくりを推進する必要があります。 

 
  

① 市民の関心・評価の高い豊かな緑の維持/自然的土地利用面積の維持 

 減少を続ける緑地・農地を維持・確保する。 

② 貴重な谷津・里山等の保全・再生・活用 

 谷津・里山、水辺の持つ多面的機能を維持・保全し、人と自然とのふれあいを促進する。 

③ グリーンインフラを活用したまちづくり 

 市民・事業者等と連携し市街地の緑化を推進するとともに、快適な環境を維持・保全する。 

① 市全体の環境教育・学習の活性化 

 身近な環境から地球環境問題まで、人々の環境保全に対する関心・意識を高めるため、子

どもから大人まで幅広い市民を対象とし、環境教育・学習の活性化を図る。 

② 市民の環境保全活動への参加促進  

市民の地域環境保全活動への参加を促すために、分かりやすい情報提供や気軽に参加でき

る機会・メニューを検討する。 

③ 事業者の取組促進 

事業者に対し環境にやさしい事業活動を促すとともに、事業者の環境保全の取組を地域全

体に還元し、環境と経済の好循環を推進する。 

 



 

２４ 

２） 第３次環境保全計画に向けた見直しポイント 

人口の変動、社会経済活動の活発化、気候変動の顕在化、国・県の取組など、市をとりまく環境の変化

や現状を踏まえ、良好な環境を将来世代へ確実に継承していくためにも、更なる環境施策を推進していく

ことが必要です。 

第２次環境保全計画の取組結果を踏まえ、第３次環境保全計画に向けた検討を行った結果、主な見直

し・変更点を以下に示します。 

 

 

第２次環境保全計画では、４つの基本方針のもと 154 施策に取り組みました。これらの施策については

今後も継続的に取り組んでいきますが、法制度等の変更や類似施策を統合するなど、必要な見直しを行

いました。 

さらに国内外の動向や、国・千葉県の環境基本計画、八千代市第５次総合計画を踏まえ、これまで“循

環・持続”のキーワードで取り組んできた分野・項目を見直した上で、新たに５つ基本方針を設定し、取り組

むこととしました。（新しい施策体系は第３章参照） 

 

 

本市では、環境保全計画の関連計画として、平成 22 年（2010 年）２月に「八千代市地域新エネルギー・

省エネルギービジョン」を策定し、太陽光・太陽熱などの再生可能エネルギーや省エネルギー設備導入を

進めてきました。また平成 23 年（2011 年）３月に「八千代市谷津・里山保全計画」を策定し、市と市民（団

体）、地権者、事業者との協働による谷津・里山の保全・再生・活用にかかる活動を進めてきました。 

さらに前述の地球温暖化対策推進法及び気候変動適応法に基づき、「八千代市地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）」を検討した結果、これらの３つの関連計画を第３次環境保全計画に統合し、取組を一

体的に推進することとしました。 

各計画の内容と、第３次環境保全計画における記載箇所を以下に整理します。具体的な施策について

は、本計画に取り込むことで、効果的な実行計画を推進します。 

  

① 第２次環境保全計画の基本方針・施策体系の見直し 

② 環境保全計画と関連計画の統合・一体的な推進 
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関連計画名 関連計画における内容 「第３次環境保全計画」 

記載箇所 

八千代市谷津・里山保全計画 計画の位置づけ・役割 第１章「はじめに」 

付編「谷津・里山保全アクションプ

ラン」 

基本施策/重点施策 第４章「基本方針３・４」 

第５章「重点施策２・３」 

付編「谷津・里山保全アクションプ

ラン」 

八千代市地球温暖化対策実行

計画（区域施策編） 

計画の位置づけ・役割 

基準年度/目標年度 

対象とする区域/温室効果ガス 

第１章「はじめに」 

第７章「１．地球温暖化対策実行計

画の位置づけ、基本的事項」 

温室効果ガス排出状況 第７章「２．八千代市の温室効果ガ

ス排出状況」 

温室効果ガス排出量将来推計 第７章「３．八千代市の温室効果ガ

ス排出量将来推計」 

基本施策/重点施策 第４章「基本方針１・２」 

第５章「重点施策１」 

温室効果ガス排出量の削減目標 第７章「４．八千代市の温室効果ガ

ス排出量の削減目標」 

八千代市地域新エネルギー・

省エネルギービジョン 

計画の位置づけ・役割 第１章「はじめに」 

基本施策/重点施策 第４章「基本方針１・２」 

第５章「重点施策１」 

 

 

第２次環境保全計画における環境指標は、市民１人１日当たりのごみの排出量など「取組成果」を示す

指標、公共用水域調査地点数など「取組状況」をはかる指標が設定されました。 

第３次環境保全計画では、計画の進捗をはかるため、「取組状況」ではなく、可能な限り施策の「取組成

果」を表す指標を環境指標とし、定量的な目標を設定することとしました。 

具体的な目標設定においては、第２次環境保全計画の取組推移を含めた現況や将来予測を踏まえると

ともに、社会状況の変化や取組の進捗に応じて見直しを行うことを前提に、計画の中間年である令和７年

度（2025年度）を目途とした中間目標値を設定しています。 

 

 

第３章及び第４章に示すとおり、第３次環境保全計画では、５つの基本方針のもと、分野別に「目標」「基

本施策」「環境指標」を整理しています。 

本計画書の別冊として、基本施策に基づく個別施策と担当課を明記した「計画管理マニュアル」を定め

ることとしており、計画期間中に法規制の変更などによって個別施策に見直しが必要になった場合でも、対

応できるようにしています。

③ 取組成果を重視した環境指標の設定 

④ 計画期間中の変更への柔軟な対応 



 

 

 

 

 

 

第 3 章 八千代市の目指す環境の将来像
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第３章 八千代市の目指す環境の将来像 
 

１ 八千代市の環境の将来像 

八千代市環境基本条例における基本理念を踏まえ、八千代市第５次総合計画での将来の都市像「人がつな

がり 未来につなぐ 緑豊かな 笑顔あふれるまち やちよ」を実現するため、環境施策に関わる市民・事業者・市

などの共通ビジョンが求められています。 

市民アンケートをはじめとする各種ステークホルダー（利害関係者）の意見を受け、令和２年度末の「八千代

市の望ましい環境都市の姿」として以下のように決定しました。 

 

 

 

八千代市は、豊かな自然環境のもと、先人の英知と努力を受け継ぎながら、調和のとれたまちづくりを進め

てきました。北部を中心に広がる谷津・里山は、山林をはじめ水田、河川などで構成され、豊富な地下水が

人々の生活を支えるなど、暮らしと密接に繋がっています。 

私たちの日々の生活や都市の活動は、公害の発生や身近な自然の減少、ひいては地球規模で環境に影

響を与えてきていることから、一人ひとりが自らのライフスタイル・ワークスタイルを見直し、環境に配慮した行

動をとることが求められています。 

将来にわたり快適で自然と調和した都市環境を形成するため、地域ごとの特性を活かした都市機能の充

実と、緑豊かな自然環境の保全・活用による調和のとれたまちを目指すとともに、市民・事業者・市の協力のも

と、持続可能な循環型社会を構築し、それを未来に引き継ぐまちを目指します。 

 

 

 

 

  

環境の将来像 

 

人・まち・自然が調和した快適な暮らし 未来へつなげよう 持続可能な都市 八千代 
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２ ５つの基本方針 

環境の将来像を実現するために、以下に示す５つの基本方針を設定します。この５つの基本方針に基づき施

策を展開することで、環境の将来像の実現を目指すとともに、ＳＤＧｓの達成に貢献します。 

各分野においては、目指す都市の姿（目標）とともに、その指標となる定量目標を設定し、計画の進行管理を

図ります。（第４章参照） 

さらに、環境の将来像の実現に向けて、重点的に進めていく取組として、３つのプロジェクトを設定します。（第

５章参照） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

環境の将来像 

人・まち・自然が調和した快適な暮らし 未来へつなげよう 持続可能な都市 八千代 

限りある資源の大切さを認識し、循環的に利活用する

ことで、環境への負荷をできる限り低減する循環型社

会の形成を目指します。 

 

市民、事業者、行政など全ての主体が一体となって地

球温暖化対策に取り組むことで、気候危機に立ち向か

い、持続可能な脱炭素社会の実現を目指します。 

 

 

基本方針１ 地球温暖化対策を推進し、 

脱炭素型まちづくりを進めます 

基本方針２ 地域資源を最大限活用し、 

循環型社会の形成を推進します 

安心して健やかに、快適に暮らし続けられる環境を

維持します。 

 

基本方針３  

安全で快適な生活環境を保全します 

谷津・里山をはじめとする豊かな自然環境を保全 

し、その恵みを活用し、人と自然が共生するまちを

目指します。 

 

基本方針４ 豊かな水・緑を保全し、自然と共生

するまちづくりを進めます 

全ての人が環境保全に取り組み、繋がって新しい価値を生み出し、持続的に発展するまちを目指します。 

 

基本方針５  

環境保全のための人づくり・地域づくりを推進します 



 

２８ 

３ 計画と２０３０アジェンダとの関係性 

本計画では、環境の将来像の実現に向けて、５つの基本方針を設定し、環境施策の展開・取組を進めていき

ます。これらの取組は、２０３０アジェンダにおけるＳＤＧｓのゴール・ターゲットの推進と視点を共有しており、環

境・社会・経済の統合的向上を目指して、環境課題に取り組むことで、“望ましい環境都市の姿”を実現し、ＳＤ

Ｇｓのゴールの中でも特に環境に直接的に関わるゴールの達成に貢献します。 

【本計画と関わりが深いＳＤＧｓゴール】 

ゴール２：飢餓を終わらせ、食料安全保障

及び栄養改善を実現し、持続可

能な農業を促進する 

農地の維持保全を推進するとともに、食品ロス削減

に取り組みます 

ゴール３：あらゆる年齢の全ての人々の健

康的な生活を確保し、福祉を促

進する 

大気、水質をはじめ良好な生活環境を維持し、都市

緑化や公園整備に取り組みます 

ゴール４：全ての人に包摂的かつ公正な質

の高い教育を確保し、生涯学習

の機会を促進する 

環境教育や環境学習の機会を創出し、多くの市民へ

展開するよう取り組みます 

ゴール６：全ての人々の水と衛生の利用可

能性と持続可能な管理を確保す

る 

工場・事業場からの水質汚濁や生活排水対策を推進

するとともに水質管理に取り組みます 

ゴール７：全ての人々の、安価かつ信頼で

きる持続可能な近代的エネルギ

ーへのアクセスを確保する 

再生可能エネルギーの導入と利用環境の整備によ

る活用拡大に取り組みます 

ゴール８：包摂的かつ持続可能な経済成長及び全
ての人々 の完全かつ生産的な雇用と働
きがいのある人間らしい雇用（ディーセン
ト・ワーク）を促進する 

環境関連産業の育成と環境・経済の好循環の推進に

取り組みます 

ゴール９：強靱（レジリエント）なインフラ構
築、包摂的かつ持続可能な産業
化の促進及びイノベーションの推
進を図る 

環境関連産業の育成と環境・経済の好循環の推進に

取り組みます 

ゴール１１：包摂的で安全かつ強靱（レジリ

エント）で持続可能な都市及び

人間居住を実現する 

脱炭素社会構築を目指し、地域資源を最大限活用し

て持続可能な社会形成に取り組みます 

ゴール１２：持続可能な生産消費形態を確

保する 

 

ごみ排出量の低減やリサイクルを推進し、資源循環

の拡大に取り組みます 

ゴール１３：気候変動及びその影響を軽減

するための緊急対策を講じる 

 

気候変動による影響を明確に捉え、リスクに対して

柔軟な対応に取り組みます 

ゴール１４：持続可能な開発のために、海

洋・海洋資源を保全し、持続可

能な形で利用する 

プラスチックごみの削減を通じて海洋汚染問題に取

り組みます 

ゴール１５：陸域生態系の保護、回復、持続可
能な利用の推進、持続可能な森林
の経営、砂漠化への対処ならびに
土地の劣化の阻止・回復及び生物
多様性の損失を阻止する 

里地里山や農地、緑と水辺のネットワーク形成に取

り組みます 

ゴール１７：持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 

 

 

市民、事業者の取組促進や協働による取組を促進する体制や機会を創出します 
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【基本方針・基本施策とＳＤＧｓゴールの関係性】 

基本方針 基本施策 
             

食料・

農業 

健康・

福祉 
教育 

水・ 

衛生 

エネル

ギー 

雇用・

経済成

長 

産業・

技術革

新 

まちづ

くり 

生産 

消費 

気候変

動対策 

海洋 

資源 

陸上 

資源 

パート

ナーシ

ップ 

基本方針１ 

地球温暖化対策

を推進し、脱炭

素型まちづくり

を進めます 

1-1 脱炭素型まちづくりの推進  〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 

1-2 再生可能エネルギー等の導入推進     〇 〇 〇 〇  〇   〇 

1-3 市民・事業者の地球温暖化対策・ 

省エネルギー活動の促進 
    〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 

1-4 気候変動に対する適応策の推進 〇 〇 〇   〇 〇 〇  〇   〇 

基本方針２ 

地域資源を最大

限活用し、循環

型社会の形成を

推進します 

2-1 ４Ｒの推進        〇 〇    〇 

2-２ 廃棄物の適正処理の推進    〇    〇 〇  〇  〇 

基本方針３ 

安全で快適な生

活環境を保全し

ます 

3-1 大気汚染、悪臭、騒音・振動対策 

の推進 
 〇      〇     〇 

3-2 水循環の確保と水環境の保全  〇  〇    〇  〇 〇  〇 

3-3 地質環境の保全 〇 〇  〇    〇     〇 

基本方針４ 

豊かな水・緑を

保全し、自然と

共生するまちづ

くりを進めます 

4-1 谷津・里山等の保全 〇 〇  〇    〇  〇  〇 〇 

4-2 生物多様性の保全   〇     〇  〇  〇 〇 

4-3 グリーンインフラの整備と活用  〇  〇    〇  〇  〇 〇 

4-4 自然とふれあう機会の創出   〇     〇     〇 

基本方針５ 

環境保全のため

の人づくり・地

域づくりを推進

します 

5-1 環境教育・環境学習等の推進   〇    〇 〇     〇 

5-2 市民（団体）・事業者との協働に 

よる地域環境保全の推進 
  〇    〇 〇     〇 

5-3 環境と経済の好循環の推進 〇  〇   〇 〇 〇 〇    〇 

5-4 地域間交流・協力の推進 〇  〇   〇 〇 〇     〇 
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第４章 環境像を実現するための施策の展開 
基本方針１ 

 
 

（１） 主要課題 

 地球温暖化がさらに進行しており、これに起因する気候変動の影響も拡大している状況におい

て、一層の防止対策が必要です。 

 国際社会では、パリ協定の発効を踏まえ、世界全体で、温室効果ガス排出量の実質ゼロに向け

た取組が加速しています。我が国においても、2050 年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロに

する政府目標が掲げられています。本市においても、2050 年に温室効果ガス排出実質ゼロを目

指すゼロカーボンシティ宣言を令和２年（2020年 12月）に行いました。 

 本市における温室効果ガス排出量は、社会経済活動の活発化により増加を続けており、日常生

活や事業活動における省エネルギーの取組は必要不可欠です。特に市域の排出量の半分以上

を占める産業部門において、一層の取組が求められます。一方で、現在の快適さを維持するた

めには、再生可能エネルギー等の導入拡大により低炭素なエネルギーへ代替するとともに、水・

緑の活用によるヒートアイランド現象緩和や利便性の高い公共交通機関の整備など、エネルギー

を必要としない脱炭素型の社会構築に取り組むことが重要です。 

 また、すでに影響を及ぼしている気候変動に対して、その影響を回避しリスクを最小限に抑える

ための備えが必要です。 

 

（２） 目標 

 

市民、事業者、行政など全ての主体が一体となって地球温暖化対策に取り組むことで、気候危機に

立ち向かい、持続可能な脱炭素社会の実現を目指します。 

 

（３） 施策体系 

 

基本方針１ 地球温暖化対策の推進・脱炭素型まちづくり  

 ∟基本施策１-１ 脱炭素型まちづくりの推進 

 ∟基本施策１-２ 再生可能エネルギー等の導入推進 

 ∟基本施策１-３ 市民・事業者の地球温暖化対策・省エネルギー活動の促進 

 ∟基本施策１-４ 気候変動に対する適応策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１ 地球温暖化対策を推進し、脱炭素型まちづくりを進めます 
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基本施策１-１  脱炭素型まちづくりの推進 

 

【施策の基本的方向】   

持続可能な脱炭素型社会の構築に向け、地域特性に応じたまちの機能の集約によるエネルギー効率の高い

まちづくり、歩きやすい道路等の環境整備、エネルギー消費の少ない建築物の普及を進めます。また、谷津・里

山、新川に代表される豊かな水・緑を保全・創出し、その多様な機能を十分に活かしたまちづくりを進めていきま

す。 

 

【施策】  

（１） 地球温暖化防止対策の総合的推進 

ゼロカーボンシティ宣言に基づき、市域の温室効果ガスの排出削減を確実に進めるために、「八千代市地球

温暖化対策実行計画（区域施策編）」に基づく取組を進めます。また、国や県が取り組む省エネルギー対策など

の啓発キャンペーンに協力し、地球温暖化防止活動の推進を図ります。 

市は一事業所として、独自の環境マネジメントシステムによる環境管理活動を通じて、温室効果ガス削減に率

先的に取り組んでいきます。 

 「八千代市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の推進 

 地球温暖化防止に関する普及啓発 

 環境マネジメントシステムによる環境管理活動の推進  

 

（２） 環境にやさしいまち・交通への転換 

人口減少の進展や激甚化する自然災害に対応したまちづくりに向け、「八千代市都市マスタープラン」に基づ

き計画的な土地利用の誘導を推進します。また、歩きやすい道路等の環境整備、電気自動車などの次世代自動

車や低燃費車など環境に配慮した自動車の導入促進などにより、温室効果ガスの排出を低減するまちを目指し

ます。 

 計画的な土地利用の誘導の推進 

 公共交通機関など環境負荷の小さい交通手段の利用促進 

 自転車・歩行者道路の整備 

 次世代自動車等の普及促進、エコドライブの推進  

 

（３） 脱炭素型建築物の普及促進 

環境負荷の低減に対応するため、省エネルギー性能を有した環境に配慮した建築物の普及に努めます。建

物・設備の省エネルギー化の取組を通じて、エネルギー消費が正味ゼロまたはマイナスになるＺＥＨ（ネット・ゼロ・

エネルギー・ハウス）やＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング）の普及拡大を進めます。 

 住宅用省エネルギー設備等設置に対する補助事業の継続 

 長期優良住宅の整備促進 

 屋上や壁面緑化など建物の緑化推進 

 公共施設改修時の再生可能エネルギー、高効率省エネ設備等の導入検討 
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（４） 二酸化炭素の吸収源としての緑の利活用 

谷津・里山等の豊かな緑、市の中心部を流れる新川の保全、市街地における緑の保全・創出を促進し、ヒート

アイランド現象の緩和を図るなど、自然の働きを活かしたまちづくりを進めます。また、公共事業や住宅への県産

木材の利用を推進することで、森林の保全を進めます。 

 谷津・里山、農地、河川等の保全・再生 

 都市公園の整備などによる緑の保全・創出 

 緑化協定、環境保全協定制度による緑化の推進 

 公共施設の敷地、屋上・壁面の緑化 

 県産木材利用の推進 

 

【環境指標】                   

 単位 
現在 

（2019 年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

温室効果ガス排出量（市域） 千 t-CO2/年 
1,789 

（2017年度）* 
1,507 

市民１人当たりの温室効果ガス排出量 
t-CO2/人・年 

9.1 

（2017年度）* 
7.5 

市の事務事業による温室効果ガス排出量 
t-CO2/年 51,746 48,641 

＊：環境省（自治体カルテ） 

 

 

基本施策１-２  再生可能エネルギー等の導入推進 

 

【施策の基本的方向】 

太陽光や太陽熱などの再生可能エネルギーや、廃棄物由来のバイオマス資源などの都市の未利用エネルギ

ー、次世代エネルギーとしての活用が期待される水素エネルギーの導入を推進すると同時に、災害対応等を想

定した自立分散エネルギー供給システムの整備を進め、これらのエネルギーの活用を促進します。 

 

【施策】 

（１） 再生可能エネルギー等の利用推進 

公共施設において再生可能エネルギーの導入に努めるとともに、住宅用の太陽光発電設備や蓄電システムな

どの導入を促進します。また、企業活動で消費する電力を 100％再生可能エネルギーで行うＲＥ１００など、事業

者に向けた情報提供、相談対応を通じた導入促進に努めます。さらに、市民団体や企業等への支援を通じて、

地域における再生可能エネルギー利用促進、地域新電力の活用や、コージェネレーション（熱電供給）など防災

性の高い分散型エネルギーの導入を推進します。 

 公共施設への再生可能エネルギーの導入促進 

 住宅用の太陽光発電設備等省エネルギー設備設置に対する補助事業の継続 

 事業者向けの相談・情報提供等 

 地域における防災性の高い分散型エネルギーの導入推進 
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（２） バイオマス等未利用エネルギーの活用 

食品廃棄物や家畜排せつ物、浄化槽汚泥、剪定枝などのバイオマスに含まれる炭素は、燃焼させても長期的

に見れば大気中の二酸化炭素濃度を増加させないことから、化石燃料の代替としての利活用が期待されます。

市では、廃食用油の収集・燃料化、ごみ焼却熱の回収・再利用を行っており、今後も継続していきます。 

 バイオマスエネルギー源の利活用に関する調査・研究、導入促進 

 廃食用油の収集及び再生利用（燃料化）の継続 

 廃棄物処理施設における高効率な発電設備、熱回収・利用等の導入検討 

 工業団地等における面的な未利用エネルギー導入の促進 

 

（３） 水素エネルギーの活用 

水素は、酸素と結びつけることで発電したり、燃焼させて熱エネルギーとして利用することができたり、その利用

時には二酸化炭素を排出させないクリーンなエネルギーです。現在、期待されている水素の利用方法には、燃

料電池自動車（ＦＣＶ）、フォークリフトなどの産業用車両での利用、家庭用燃料電池「エネファーム」などが挙げ

られます。こうした水素の利活用にかかる情報提供による普及促進、設備補助等を通じたエネファームの導入を

促進します。 

 燃料電池自動車など次世代自動車等の普及促進 

 エネファームの導入促進、公共施設への率先導入 

 

【環境指標】 

 単位 
現在 

（2019 年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

再生可能エネルギーの活用（市域） 
MWｈ 

30,844 

（2018年度）* 
56,240 

＊：環境省（自治体カルテ） 

 

基本施策１-３  市民・事業者の地球温暖化対策・省エネルギー活動の促進 

 

【施策の基本的方向】   

家庭や事業所における省エネルギーの取組を促進し、脱炭素型ライフスタイル・ワークスタイルへの転換・普

及を目指します。また、市域の主要な温室効果ガスの排出源となっている産業部門からの排出削減に向けた取

組を促進・拡大します。 

 

【施策】   

（１） 家庭・業務部門における取組の促進 

市民・事業者に向けて、「賢い選択（ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ）」をはじめとする地球温暖化防止や省エネルギーの

ための情報提供、普及啓発活動を行い、低炭素型ライフスタイル・ワークスタイルの定着を促します。市は事業

者として、公共施設における節電や夏季のグリーンカーテンなどの建物緑化を継続するとともに、率先して省エ

ネルギーに資するトップランナー機器、公用車への電気自動車など次世代自動車・低炭素型自動車の導入に

努めます。 
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 家庭・事業所における省エネルギーに関する情報提供、温暖化対策に関する普及啓発 

 住宅用省エネルギー設備等設置に対する補助事業の継続 

 エコドライブの推進 

 次世代自動車等の普及促進、公用車への率先導入 

 

（２） 産業部門における取組の促進 

ゼロカーボンシティ宣言を行った本市において、市域の温室効果ガス排出量の半分以上を占める産業部門

の取組は、2050年温室効果ガス排出実質ゼロを目指す上で非常に重要です。 

事業者に対して、県が行う省エネルギー対策等に積極的に取り組む事業所を登録する制度「ＣＯ２ＣＯ２

（コツコツ）スマート宣言事業所登録制度」の周知を図るとともに、省エネルギー型の施設・設備の導入、生産管

理におけるＩｏＴの活用などを働きかけることにより、省エネルギーを促進します。また、その取組において障壁と

なる経済的負担の軽減に向けて、行政による支援や地元金融機関と協力しＥＳＧ関連の情報を提供するなどの

支援を検討します。 

 事業者の自主的取組の促進（ＣＯ２ＣＯ２スマート宣言事業所登録制度の周知） 

 事業者による環境投資の促進 

 フロン類の対策の推進 

  

【環境指標】 

 単位 
現在 

（2019 年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

ＣＯ２ＣＯ２スマート宣言事業所登録数 事業所 ２ ５ 

補助金による太陽光発電の定格出力の合

計値 
kW 3,755 4,878 

 

基本施策 1-４  気候変動に対する適応策の推進 

 

【施策の基本的方向】 

気候変動による影響は、農林水産業、水資源、自然生態系、自然災害、人々の健康や産業・経済活動に広く

影響を与えます。 

本市における気候変動の影響や今後の将来予測に対して適応策を推進し、地域が持つ特性を活かしながら

リスクに備えた柔軟な対応を実施し、自然災害等に強いまちを目指します。 

 

【施策】 

（１） 気候変動に関する情報収集・提供 

現在及び将来予測を含めた気候変動に関する最新情報の収集を行うとともに、関係機関との情報共有や連

携を図ります。また、気候変動への適応の重要性や具体的な取組について、必要な情報発信や周知啓発を行

います。 



 

  ３５  

 

 気候変動の影響予測等に関する情報収集 

 気候変動への適応のための取組周知・啓発（熱中症予防・対処方法、打ち水の実施やグリーンカーテンの

普及等） 

 

（２） 防災・減災に向けた取組 

激甚化する自然災害に対応するため、災害対策・整備を推進するとともに、ハザードマップの周知や迅速な

情報提供等により、被害の軽減を図ります。 

印旛沼流域全体での遊水機能の強化、市街地における雨水流出抑制対策やヒートアイランド現象の緩和等

につながるグリーンインフラの活用を進めるとともに、谷津・里山や農地の保全など、生態系を活用した防災・減

災（Ｅｃｏ ＤＲＲ）の取組を推進します。 

 災害対策・防災拠点の整備 

 ハザードマップの周知や迅速な情報提供 

 グリーンインフラの整備・活用 

 

（３） 農業・水資源等への影響軽減に向けた取組 

高温等による農作物への影響軽減に向けて、県と協力し、栽培管理技術の普及に努めます。農地の多面的

機能の維持に努めるとともに、台風に対応した施設の改良や設備に関する情報提供や導入支援を行います。 

気候変動への対策や、病害虫・鳥獣等の被害防止対策について、生産者が共同で行う新品種の導入や資

材の導入・設置等の試験の実施について、試験圃場の確保や資材導入などを支援します。 

 農業施設の減災対策の推進 

 家畜伝染病や病害虫の発生及びまん延防止の支援 

 生産者の共同による試験実施への支援 

 

 

【環境指標】   

 単位 
現在 

（2019 年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

熱中症患者の搬送件数 件 77 77 
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基本方針２ 

（１） 主要課題 

 本市において、市民・事業者の協力により一般廃棄物の排出量は減少傾向にありますが、人口

や経済活動の変動、AI などの技術革新・活用による人々のライフスタイル・ワークスタイルの変化

等により、排出される廃棄物の量・質ともに影響を受けることが予想されます。 

 食品ロス削減やマイクロプラスチックを含む海洋ごみ問題等が世界共通の課題となる中、環境へ

の負荷を抑制しながら健康で安全な生活と、豊かな生態系を保全するために、循環型社会の形

成が求められています。 

 大量生産・大量消費・大量廃棄する社会システムから持続可能な資源循環型の社会システムへ

の転換を図るため、一人ひとりが資源の有限性を理解し、ごみの発生を抑制し、リサイクルを推進

することで資源を最大限に循環利用することが重要です。 

 将来においても安全かつ安定したごみ処理体制を確保し、発生したごみは適正に処理すること

で美しい環境を維持することも大切です。 

 

（２） 目標 

 

限りある資源の大切さを認識し、循環的に利活用することで、環境への負荷をできる限り低減する

循環型社会の形成を目指します。 

 

（３） 施策の体系 

 

基本方針２ 循環型社会の形成の推進  

 ∟基本施策２-１ ４Ｒの推進 

 ∟基本施策２-２ 廃棄物の適正処理の推進 

 

  

基本方針２ 地域資源を最大限活用し、循環型社会の形成を推進します 
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基本施策２-1  ４Ｒの推進 

 

【施策の基本的方向】   

家庭や事業活動から発生する廃棄物の発生抑制や排出抑制、資源循環の促進に向けて、Reduce（ごみと 

して処分するものを減らす）、Reuse（必要としている人に譲るなどして繰り返し使う）、Recycle（使い終わったもの

を正しく分別し資源として再生する）の３Ｒに Refuse（ごみになるものの発生を抑制する）を加えた４Ｒの取組を推

進し、循環型社会の形成を目指します。 

食品ロス削減に向けた取組やプラスチック製容器包装等の分別収集実施に向けた検討を重点的に行います。 

ごみの分別の徹底や市民団体等による資源回収運動、リサイクルに向けた体制づくりやバイオマス利活用の

検討により、４Ｒの推進を図ります。 

 

【施策】   

（１） 市民のごみ減量化・資源化の推進 

循環型社会の形成に向けた市民の自発的な行動を促すための啓発活動を行い、４Ｒの取組を推進します。 

ごみ減量学習会やリサイクルフェアなどを通じて、４Ｒの取組やごみの分別ルール、廃棄物の処理・リサイクル

に関する正しい知識の普及、食品ロス削減やワンウェイ（使い捨て）プラスチックの排出抑制のための啓発活動

を推進します。 

一般家庭における生ごみたい肥化容器等購入費補助金制度、紙・布類などの資源物を回収する集団回収の

支援などを継続し、ごみの減量化及び資源化を推進します。 

 ごみ減量学習会やリサイクルフェアなどを通じた、ごみ分別ルール等の周知・啓発活動 

 食品ロス削減に向けた周知・啓発活動 

 ワンウェイ（使い捨て）プラスチック排出抑制に向けた啓発活動 

 プラスチック製容器包装等の分別収集の検討 

 生ごみたい肥化容器等購入費補助金制度による一般家庭における生ごみの減量化・資源化の推進 

 自治会やＰＴＡ等の自主的な活動として、資源物を回収する集団回収の支援 

 ごみ処理の有料化（有料指定ごみ袋制度等）の継続、一般廃棄物処理手数料の適時見直し 

 

（２） 事業者のごみ減量化・資源化の推進 

循環型社会の形成に向けた事業者の自発的な行動を促すための啓発活動を行い、４Ｒの取組を推進します。 

事業者に対し、事業活動に伴い発生するごみの減量化や資源化など、適正処理の実施に向けた啓発活動を

推進します。 

再くるくん協力店認定制度を継続し、市民と事業者との相互協力による資源化を推進します。 

 ごみ減量化や資源化など、適正処理の実施に向けた啓発活動 

 環境に配慮した製品やサービスの提供にかかる啓発活動 

 多量排出事業者・事業用大規模建築物の所有者等に対する「事業系一般廃棄物減量化計画書」に基づく

ごみ減量化や資源化の推進活動 

 再くるくん協力店の充実 
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（３） 地域資源の循環利用の促進 

バイオマス資源の利活用の一環として、学校給食における食品残さの飼料化（エコフィード）・再利用を検討し

ます。 

 バイオマス資源の利活用に関する調査・研究、導入検討 

 廃食用油の収集及び再生利用（燃料化）の継続 

 食品残さの飼料化（エコフィード）・再利用の検討 

 

 

【環境指標】                    

 単位 
現在 

（2019 年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

ごみ総排出量 t/年 56,295 52,089 

市民 1人 1日当たりの家庭系ごみ排出量 

(資源物を除く) 
g/人・日 494 450.8 

事業系ごみ排出量 t/年 12,146 10,184 

リサイクル率 ％ 20.2 21.8 

廃食用油回収量 t/年 3 3 
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基本施策２-２  廃棄物の適正処理の推進 

 

【施策の基本的方向】   

ごみの分別排出ルールを周知・徹底し、適正な処理を行うことで、環境への負荷を低減するとともに、不法投

棄やポイ捨ての防止啓発、市民・事業者等との協働による清掃活動により、まちの美化を目指します。 

 

【施策】   

（１） 廃棄物の適正処理の推進 

ごみ分別ルール等について、市民・事業者に対し啓発活動を行うとともに、収集した廃棄物の適正な処理に

よる資源化を推進します。 

建設事業における残土等の適正管理、建設廃棄物のリサイクルや縮減の徹底を指導・推進します。 

 市民・事業者に対する分別排出ルールの周知・徹底 

 収集した廃棄物の適正な処理による資源化の推進 

 建設事業における残土等の適正管理、建設廃棄物のリサイクルや縮減 

 

（２） 不法投棄・ポイ捨て対策の推進 

廃家電、建設廃棄物などの不法投棄の防止のため、警察や関係機関などと連携を図り、引き続き不法投棄

防止に向けた監視体制の強化に努めます。また、不法投棄連絡員や廃棄物減量等推進員と連携し、不法投

棄・ポイ捨て防止のための啓発活動を推進します。 

ごみの散乱のない美しいまちづくりを進めるため、市民や事業者等との協働により、まちや川の美化活動に取

り組むなど、市民一人ひとりのモラル向上に向けた啓発活動を行います。 

 不法投棄の防止に向けた監視体制の強化 

 不法投棄・ポイ捨て防止のための啓発活動の推進 

 市民・事業者等との協働によるまちの美化活動 

 

（３） 安全かつ安定的なごみ処理体制の確保 

ごみの焼却熱の再利用やごみの焼却残さの資源化などの取組を継続します。 

ごみ処理施設について、ごみ排出量の見込みや質の変化など将来予測を踏まえた上で、環境負荷の低減、

災害時への対応等を勘案し、施設整備事業を推進していきます。 

 ごみ処理施設の改良・更新等整備の実施 

 廃棄物からのエネルギー回収及び有効活用の推進 

 焼却残さの資源化の継続 
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【環境指標】                    

 単位 
現在 

（2019 年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

一般廃棄物最終処分量 t/年 3,026 2,771 

最終処分率 

(最終処分量/ごみ総排出量) 
％ 5.5 5.3 
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基本方針３ 

（１） 主要課題 

 市民の健康で快適な生活の前提となる生活環境については、事業活動への規制等により、環境

基準を達成する等適切な状態を維持していく必要があります。 

 大気については、光化学スモッグの原因となる光化学オキシダントが環境基準を達成しておら

ず、河川等公共用水域においても新川等において環境基準超過が見られます。 

 騒音・振動については、発生源のひとつである自動車等道路交通への対策に継続的に取り組む

必要がある一方で、生活騒音などへの対策も必要です。さらに市内では、揮発性有機化合物に

よる地下水汚染が、令和元年現在 14地区で確認されています。 

 現在及び将来の市民が、健全で良好な環境の恵みを享受し、住みやすさを実感できるように、引

き続き環境監視や工場・事業場からの排出管理等、生活環境の改善に向けた取組を続ける必要

があります。また、ダイオキシン類等の化学物質による環境リスクの防止も重要です。 

 

（２） 目標 

 

安心して健やかに、快適に暮らし続けられる環境を維持します。 

 

（３） 施策体系 

 

基本方針３ 安全で安心な生活環境の保全 

 ∟基本施策３-１ 大気汚染、悪臭、騒音・振動対策の推進 

 ∟基本施策３-２ 水循環の確保と水環境の保全 

 ∟基本施策３-３ 地質環境の保全 

 

 

  

基本方針３ 安全で快適な生活環境を保全します 
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基本施策３－１  大気汚染、悪臭、騒音・振動対策の推進 

 

【施策の基本的方向】  

工場・事業場や自動車からの大気汚染や悪臭の発生を予防し、健康で快適な大気環境の維持を目指します。 

また、工場・事業場、建設現場、自動車交通等、多様な発生源からの騒音・振動に対し、法令で定める規制

基準等の遵守を推進するとともに、市民に対し生活騒音にかかる周辺への配慮を促し、心地よい環境の維持を

目指します。 

 

【施策】 

（１） 大気汚染の固定発生源対策 

工場・事業場に対し県と連携し、各種排出物質の規制基準を遵守するよう指導します。また、ボイラーなどへ

の低窒素酸化物（ＮＯｘ）型燃焼機器の導入や光化学オキシダント生成の原因物質にもなる揮発性有機化合

物（ＶＯＣ）対策、燃料使用の適正化・効率化など、事業者の自主的な排出削減対策を推進します。 

家庭の暖房機器・給湯器からの汚染物質排出削減対策を促進するため、情報提供、啓発活動を行うとともに、

住宅等の建築物の解体・改築時におけるアスベスト飛散防止対策やアスベストを含む廃棄物の適正な処理に

ついて、関係法令の周知を行うなど、アスベスト対策を徹底します。 

 工場・事業場における規制基準の遵守指導 

 家庭・事業者における対策促進のための情報提供、啓発活動 

 アスベスト対策の徹底 

 

（２） 大気汚染の移動発生源対策 

市民・事業者に対して、自動車の利用の自粛、自転車の利用促進などの協力、低公害・低燃費車への転換

やエコドライブの徹底などを促します。 

また市では、次世代自動車・低炭素型自動車を公用車に率先導入するとともに、市民・事業者への普及を促

進します。 

 自動車の利用の自粛、エコドライブの実施、自転車の利用促進などの協力要請 

 次世代自動車等の普及促進 

 公用車への次世代自動車等の率先導入 

 

（３） 悪臭、騒音・振動対策の推進 

地域で発生する悪臭を抑制するため、その発生源に対して「悪臭防止法」や「八千代市公害防止条例」に基

づく指導を行います。 

また、工場・事業場、建設作業現場からの騒音・振動を抑制するため、「騒音規制法」「振動規制法」や「八千

代市公害防止条例」に基づく規制・指導を行うとともに、低騒音・低振動型設備の導入を推進します。 

自動車交通量の多い国道 16 号や国道 296 号など幹線道路において騒音・振動の状況を調査し、要請限度

を超えている場合には必要に応じて千葉県公安委員会に道路交通法による措置等を要請します。 
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さらに近隣住宅等から発生する生活騒音等対策については、パンフレットなどを通じた啓発活動に努めます。 

 法律や条例に基づく悪臭・騒音・振動の規制基準の遵守・指導 

 事業者に対する低騒音・低振動型設備の導入など騒音・振動対策の指導 

 道路補修等による自動車騒音・道路交通振動対策の実施 

 国等への要請、協議、自衛隊航空機騒音調査の実施など航空機騒音対策の実施 

 生活騒音等に対する啓発活動の実施 

 

（４） モニタリングの充実 

大気環境や自動車騒音、ダイオキシン等について県と連携し、モニタリングを継続して実施します。 

 大気環境のモニタリングの継続 

 自動車騒音調査の継続 

 ダイオキシン類、空間放射線量などの化学物質のモニタリングの継続 

 

【環境指標】                    

 単位 
現在 

（2019年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

一般大気環境基準達成率 
（光化学オキシダント除く） ％ 100 100 

光化学オキシダントの環境基準の時間
達成率 ％ 94.4 95.0 

自動車騒音の環境目標値（環境基準）
の達成率 ％ 87.6 90.0 

公害苦情件数 件/年 82 75 

 

 

基本施策３－２  水循環の確保と水環境の保全 

 

【施策の基本的方向】  

工場・事業場からの水質汚濁や生活排水対策の推進、さらに健全な水循環の確保により、良好な水環境の

維持を目指します。 

 

【施策】 

（１） 健全な水循環の確保等 

印旛沼流域の健全な水循環を考慮した新川等の水環境改善、治水対策を、国や流域自治体、市民（団体）、

専門家等関係者と協力して進めます。 

谷津・里山や農地などを重要な水源かん養地と捉え、谷津・里山及び農地の整備・保全を推進します。また、

適正な水循環の確保を図るため、市街地等における緑化の推進、雨水の地下浸透を進める透水性舗装や雨水

浸透ますの設置など、雨水流出抑制対策を推進します。さらに、雨水や生活排水の再利用など、水の有効利用

を推進します。 

 印旛沼流域の健全な水循環確保のための関係機関との協力 
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 谷津・里山及び農地の整備・保全の推進 

 市民や事業者に対する情報提供、啓発活動 

 雨水流出抑制対策の推進 

 水の有効利用の推進 

 

（２） 発生源対策 

工場・事業場における排水対策の推進として、汚濁負荷削減のために、工場・事業場に対策強化への協力を

求めていきます。 

また、「八千代市生活排水対策推進計画」に基づき、生活排水対策を推進します。 

公共下水道整備計画区域内では、全戸水洗化を目指して下水道の整備を推進し、普及率の向上を図ります。

また、公共下水道整備計画区域外では、富栄養化の原因となる窒素やリンを除去できる高度処理型合併処理

浄化槽の設置の普及促進を図るとともに、環境負荷の高いくみ取便所及び単独処理浄化槽からの転換につい

ては補助事業を継続します。 

 工場・事業場における規制基準の遵守指導 

 公共下水道の整備推進 

 高度処理型合併処理浄化槽への転換に対する補助事業の継続 

 下水道接続促進や浄化槽適正管理に関する啓発活動 

 

（３） 面源系からの汚濁負荷の軽減策の推進 

河川等公共用水域の主な汚染源は、大別すると３つあり、工場等事業活動に伴って生じる産業系排水、炊事、

洗濯、入浴など日常生活に伴って生じる生活系排水、そして雨や風など自然の作用によって森林、田畑、市街

地等から汚濁物質が流れ込み、公共用水域が汚れる面源系排水によるものとされています。 

新川が注ぐ印旛沼の発生源別汚濁負荷量は、面源系の割合が約８割を占めているため、面源系からの汚濁

負荷の軽減を推進します。 

 道路等に堆積・蓄積した汚濁物質の除去推進 

 農地で使用する化学肥料・農薬の適正利用の啓発 

 

（４） 公共用水域の水質監視 

公共用水域において環境基準を達成しているかを、引き続きモニタリングしていきます。 

 

 

【環境指標】                    

 単位 
現在 

（2019年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

公共用水域の環境目標値 
（環境基準）の達成率 ％ 88 90 

生活排水処理率 ％ 97.1 98.8 
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基本施策３－３  地質環境の保全 

 

【施策の基本的方向】  

地下水の汚染対策を推進するとともに、地盤沈下を防止し安全な生活環境の維持を目指します。 

 

【施策】 

（１） 地下水汚染の対策 

地下水汚染に関しては、県と協力して汚染の範囲、程度、汚染原因の究明などの調査を実施するとともに、

汚染源に対して継続的な浄化対策を指導します。 

また、農業に起因する地下水汚染の対策として、土づくりと化学肥料・農薬の低減を一体的に行う環境保全

型農業の啓発を行います。 

 工場及び事業所への有害物質の適正管理の周知 

 環境保全型農業の啓発 

 汚染源に対する継続的な浄化対策の指導 

 地下水汚染対策の実施（地下水の水質及び流向のモニタリング調査の継続） 

 

（２） 地盤沈下の防止 

「千葉県環境保全条例」及び「八千代市公害防止条例」に基づき、地下水の揚水規制・指導を行い、過剰な

揚水による地盤沈下を防止します。 

 条例に基づく地下水の揚水の規制・指導の継続 

 定点モニタリングによる地下水位の経年変化の監視 

 

【環境指標】                    

 単位 
現在 

（2019年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

地下水環境基準の超過地区数 地区 14 11 

２cm以上の地盤沈下地点数 地点 ０ ０ 
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基本方針４ 

（１） 主要課題 

 首都圏にありながら、谷津・里山、河川など豊かな水・緑に恵まれた環境は本市の特性であり、

人々に潤いある快適な暮らしを提供しています。一方で、本市の貴重な谷津・里山、農地の減

少・荒廃が進行しており、都市化の拡大や気候変動の影響を受けて、さらに加速することが懸念

されています。 

 自然と共生し、豊かな自然に囲まれた快適な環境を将来まで継承するためには、谷津・里山の緑

の保全と再生、新川をはじめとする水辺の保全、市街地の緑化により、連続性のある健全な生態

系を維持し、希少種など保護を必要とする動植物を含めて豊かな生物多様性を保全するととも

に、その活用が必要です。 

 自然とふれあう機会を創出し、谷津・里山等が持つ多面的な機能や価値、人の暮らしと自然との

調和、生物多様性の重要性の理解を促進することが大切です。 

 

 

（２） 目標 

 

谷津・里山をはじめとする豊かな自然環境を保全し、その恵みを活用し、人と自然が共生するまち

を目指します。 

 

（３） 施策体系 

 

基本方針４ 豊かな水・緑の保全と自然との共生 

 ∟基本施策４-１ 谷津・里山等の保全 

 ∟基本施策４-２ 生物多様性の保全 

 ∟基本施策４-３ グリーンインフラの整備と活用 

 ∟基本施策４-４ 自然とふれあう機会の創出 

 

  

基本方針４ 豊かな水・緑を保全し、自然と共生するまちづくりを進めます 
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基本施策４－１  谷津・里山等の保全 

 

【施策の基本的方向】  

多様な主体が参加・協働することで、市内に残る貴重な谷津・里山の保全と再生、優良農地の確保を図り、自

然的土地利用の維持・確保に努めます。 

 

【施策】 

（１） 谷津・里山の保全・再生 

谷津・里山の持つ資源的価値を維持し利活用するため、谷津・里山保全活用アクションプランを策定し、計画

的に谷津・里山の保全・再生を行います。 

地域団体、非営利活動団体あるいは事業者など、多様な組織または個人の参加を求め、谷津・里山の保全

を図ります。 

 アクションプランに基づく谷津・里山の保全と再生活動の推進 

 多様な主体の参加・連携による谷津・里山保全活動の実施 

 

（２） 水辺の環境保全 

健全な水循環の確保と良好な水環境の保全を推進するため、河川や湧水の保全活動を継続するとともに、

国・県が行う印旛沼流域における水質改善や、生態系などの保全・回復のための事業の推進に協力します。 

 河川・湧水等の保全 

 市民・事業者と連携した河川の清掃活動の実施 

 国・県が行う印旛沼及び流域河川における水質改善、生態系保全事業等への協力 

 

（３） 農地の保全 

農業の振興を図ることにより、食料供給を担うとともに、生物多様性の保全や水源かん養・防災機能など、重

要な役割を果たす農地の整備と保全を推進します。 

 農地の多面的機能の維持・整備と保全の推進 

 農地の違反転用の防止 

 荒廃農地の増加の抑制 

 

【環境指標】                    

 単位 
現在 

（2019年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

谷津・里山保全箇所数 件 ９ 12 

環境保全林面積 ha 2.8 1.4 

谷津・里山維持の担い手 
（里山楽校参加者） 人 118 180 
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基本施策４－２  生物多様性の保全 

 

【施策の基本的方向】  

希少種など保護を要する動植物の実態を把握し、保全・管理を推進するとともに、身近な動植物の生息・生

育空間の創出を通じて、地域の生態系ネットワーク（エコロジカルネットワーク）の形成に努めます。人々に対し、

地域固有の生態系の保全や、生物多様性の重要性の理解促進を図り、多様な生態系の維持を目指します。 

 

【施策】 

（１） 動植物の保全、自然環境データの整備・提供 

千葉県等で指定している希少種など保護を要する動植物の生息状況を含めて、市の自然環境を定期的に調

査し、動植物の保全・管理対策を推進します。また、調査結果は、生物多様性の重要性を学ぶための環境学習

教材として活用します。 

 自然環境調査の継続実施 

 自然環境データの整備と活用 

 希少種の保全・管理の推進 

 

（２） 地域固有の生態系の保全及び特定外来生物の防除 

身近な動植物の生息・生育空間の創出、移動経路の確保など、地域の生態系の連続性を意識して、谷津・

里山をはじめとする緑地や水辺の環境保全に取り組みます。 

市内に生息する生物を持ち出さない、外から生物を持ち込まないことを推奨し、地域固有の生態系の保全に

努めるとともに、有害鳥獣の被害状況、特定外来生物の実態等を把握し、防護・捕獲等の対策を検討・実施しま

す。 

 谷津・里山、水辺の環境保全を通じた生態系ネットワークの形成 

 地域固有の生態系保全に関する啓発活動 

 有害鳥獣対策の推進 

 特定外来生物の防除 

 

【環境指標】                    

 単位 
現在 

（2019年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

特定外来生物または有害鳥獣駆除数 件 92 85 
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基本施策４－３  グリーンインフラの整備と活用 

 

【施策の基本的方向】  

都市の緑化と親水空間を創出し、さらにネットワークを形成して連続性を確保することで、身近に自然を感じら

れる潤いある空間づくりを推進するとともに、その多面的機能の活用を図ります。 

【施策】  

（１） 身近な緑の保全と創出 

良好な自然環境を保全し、美観風致を維持するため、環境保全林や保存樹木の維持管理に努めます。また

寺社林、市民の森などの身近な生活圏にある豊かな緑の保全を進めます。 

住宅団地や工業団地などの開発行為においては、緑の確保に留意し、計画的な土地利用を図ります。また

郊外において、管理放棄されつつある山林や農地の維持管理を進めます。 

市街地における街路樹の植栽や住宅地における緑化を推進します。宅地開発や区画整理地内の宅地開発

等において、緑地保全や緑化推進を目的とした緑化協定を結び、緑化を図ります。 

 環境保全林や保存樹木の維持管理、市民の森など身近な緑の保全 

 郊外にある地域性緑地の開発抑制、山林や農地の維持管理の推進 

 市街化区域内にある一定規模の農地の「生産緑地地区」指定の検討 

 市街地の緑化推進（緑化協定の締結、屋上・壁面、生垣等の建物緑化） 

 

（２） 公園・緑地の整備、維持管理 

「八千代市都市マスタープラン」、「八千代市緑の基本計画」などの計画に沿って、計画的な公園・緑地の整

備を進めます。 

環境美化ボランティア制度（アダプト制度）を活用し、公共広場などの緑化や適切な維持管理のため地域住

民の参加・協力を得ながら、植樹活動、緑の愛護活動などを推進します。 

 計画的な公園・緑地の整備 

 地域住民との協働による公園・緑地の管理、環境美化ボランティア制度（アダプト制度）の普及 

 道路・新川沿岸などのオープンスペースや公共施設の緑化推進 

 

【環境指標】                    

 単位 
現在 

（2019年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

市民の森等 数・面積（緑地量） m2 106,075 106,075 

市民１人当たり公園等整備面積 m2/人 19.04 19.50 

緑化協定数 件 415 415 

環境美化ボランティア制度（公園数また
は団体数） 件 72 88 
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基本施策４－４  自然とふれあう機会の創出 

 

【施策の基本的方向】  

市民が自然とふれあえる空間とふれあう機会づくりを推進し、豊かで多様な自然との関わりの確保、人々の交

流促進を目指します。 

【施策】  

（１） 谷津・里山の活用 

市民団体と連携して、里山学習会等をはじめとする各種イベントを開催し、谷津・里山の持つ多様な機能や

価値を市内外に向けて情報発信するとともに、人々の交流・地域間連携を促進します。 

動植物とふれあう自然空間を守るため、ほたるの里をはじめとする拠点整備・管理を継続します。 

教育機関や企業等と連携し、学校の授業や課外活動、企業のＣＳＲの場として、谷津・里山の利用を推進しま

す。また、谷津・里山の散策、農業交流センターにおける農業体験等を通じて、市の文化に接し、地元産品の普

及を推進する機会を創出します。 

 里山学習会など谷津・里山関連イベントの開催 

 谷津・里山の持つ多面的機能や価値に関する情報発信（環境教育や企業のＣＳＲの場としての活用促進） 

 動植物とふれあう自然空間の確保、継続的な維持管理 

 里山資源の活用促進 

 体験農業等を通じた地元産品の普及、食育活動の推進 

 

（２） 親水空間の整備と活用 

「印旛沼流域かわまちづくり計画」に基づき、新川の水辺の賑わいを創出する水辺の拠点整備を進めます。 

河川改修に当たっては、緩傾斜護岸や親水性護岸など市民が水と親しむことのできる機能整備、生態系の

保全、美しい自然景観の創出に配慮した工法・技術の採用に努めます。また、その場を利用する市民との意見

交換を行い、市民との協働による親しみやすい水辺づくりに努めます。 

 新川の水辺の賑わいを創出する水辺の拠点整備 

 河川整備における親水性、生態系保全、景観等に配慮した工法・技術の採用 

 市民との協働による親しみやすい水辺づくり 

 

【環境指標】                    

 単位 
現在 

（2019年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

ほたるの里活用回数 回/年 14 18 
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基本方針５ 

（１） 主要課題 

 本市の望ましい環境の姿を次世代へ引き継ぐために、みんなが環境の保全に取り組む機運が醸

成されることが重要です。 

 市では環境教育や協働を促進しており、環境学習ボランティア講師など多くの環境ボランティア

の確保に努めてきました。これからも引き続き、子どもから大人まで多様な人材が活躍し、地域の

環境保全活動への参加を促進する必要があります。 

 各主体の連携を推進するとともに、ＩｏＴなどの科学技術を応用した環境学習の実施、環境関連産

業の育成を促し、環境だけではなく経済の好循環についても進めていくことが大切です。さらに、

地域間の協力・交流を促進し、ＳＤＧｓで掲げるグローバル・パートナーシップを構築することが必

要です。 

 

（２） 目標 

全ての人が環境保全に取り組み、繋がって新しい価値を生み出し、持続的に発展するまちを目

指します。 

 

（３） 施策体系 

 

基本方針５ 環境保全のための人づくり・地域づくりの推進 

 ∟基本施策５-１ 環境教育・環境学習等の推進 

 ∟基本施策５-２ 市民（団体）・事業者との協働による地域環境保全の推進 

 ∟基本施策５-３ 環境と経済の好循環の推進 

 ∟基本施策５-４ 地域間交流・協力の推進 

 

 

  

基本方針５ 環境保全のための人づくり・地域づくりを推進します 



 

５２ 

 

基本施策５－１  環境教育・環境学習等の推進 

 

【施策の基本的方向】  

学校における環境教育の充実や、市民の環境保全活動への参加機会の創出、民間団体等の活動支援を通

じて、地域の環境保全に対する人々の機運を高め、環境にやさしいライフスタイル・ワークスタイルの転換を目指

します。市は収集した環境情報を、分かりやすく市民等に提供します。 

 

【施策】  

（１） 環境情報の収集・提供 

市が行うモニタリング活動に加え、事業者団体・環境活動団体との連携を通して情報を収集し、環境情報に

ついて、市民に分かりやすく提供します。 

市の広報や環境白書などで、定期的に環境情報を提供するほか、緊急性や地域性に応じてホームページや

ＳＮＳ等による情報発信、自治会単位での広報誌の発行、啓発イベントや環境講座の開催など、様々な媒体や

手法により、効果的で分かりやすい情報の発信に努めます。 

 事業者団体、環境活動団体との連携を通じた情報収集 

 「八千代市の環境」など本市の環境の現状、取組に関する報告書等の定期発行の継続 

 環境保全に関するホームページの充実、様々な媒体や手法による情報発信 

 

（２） 学校・職場・地域における環境教育の推進等 

教育機関や市民団体等と連携し、子ども環境教室や環境講座、まちづくりふれあい講座など環境学習・教育

の事業の充実を図るとともに、参加促進に向けた周知に努めます。 

環境学習・環境教育のあり方についての調査・研究を行い、環境保全とまちづくり、防災、歴史・文化など、関

係する分野を組み合わせた幅広い環境学習・環境教育メニューを検討するとともに、小中学校等において、地

域の環境資源やＩＣＴを活用しながら、自然環境や地球環境の大切さなどを学ぶ環境教育・学習の実施を引き

続き推進していきます。 

さらに、大学や事業者等と連携した市民講座の開催、先進的な環境技術を有する研究室や工場等を学びの

場として活用するなど、環境に関する専門的な知識や最新の情報等を学べる機会の提供に努めます。 

 環境学習・教育事業の充実と参加促進 

 ＳＤＧｓを考慮した幅広い環境学習・教育メニューの検討、地域の環境資源やＩＣＴ活用の検討 

 大学や事業者等と連携し、専門的な知識や最新情報を学べる機会の提供 

 高効率省エネ設備や技術を有する公共施設や大学、工場等の活用検討 

 

（３） 推進体制の充実 

地域や事業所などで行う環境学習・環境教育活動を推進するため、環境学習・環境教育に深い知識を持つ

八千代市環境学習ボランティア講師を育成・確保します。 

環境保全などを行っている自治会、非営利活動団体、ボランティア団体、不法投棄連絡員や廃棄物減量等

推進員、千葉県などと協力し、環境学習・教育推進のためのネットワークづくり、人材育成や交流促進を図ります。 
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また、市役所内においても職員に対する環境教育の継続・充実化を図ります。 

 八千代市環境学習ボランティア講師の育成・確保 

 環境学習・教育推進のためのネットワークづくり、人材育成・交流促進 

 

【環境指標】                     

 単位 
現在 

（2019年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

環境ボランティア講師登録数 人（団体） 13 15 

環境学習講座等開催数 回/年 23 30 

 

 

基本施策５－２  市民（団体）・事業者との協働による地域環境保全の推進 

 

【施策の基本的方向】  

市民（団体）・事業者とのパートナーシップを構築し、人材育成や登用を進め、さらに連携による取組拡大を図

ることにより、市域が一体となった環境保全の推進を目指します。 

 

【施策】  

（１） 市民（団体）などとの協働 

自治会・町内、学校、家庭などで行われている資源物回収活動、緑化活動、清掃活動、再生可能エネルギー

導入など、市民（団体）が行う環境保全活動を支援します。 

新たな活動団体の立ち上げを含め、環境保全活動に携わっている非営利活動団体や様々な市民団体の育

成・支援を継続するとともに、若い世代を中心として、地域の環境保全に率先して取り組む人材・リーダーの育

成に努めます。 

環境保全を行う市民団体等の活動拠点機能の確保・充実を図るとともに、団体間の交流促進、協働による取

組を支援します。 

 市民（団体）が行う環境保全活動の支援 

 新たな活動団体や人材、リーダー育成の推進 

 市民団体等の活動拠点機能の確保・充実、交流・連携促進 

 

（２） 事業者との協働 

地球温暖化対策に積極的に取り組む事業者を増加させるため、県のＣＯ２ＣＯ２スマート宣言事業所登録制

度の普及に努めるとともに、事業者による環境にやさしい事業活動の促進を図ります。 

環境保全協定締結事業所を増やすため、未締結事業所と協議を行うとともに、既に締結済みの事業所につ

いては、環境関連イベントやボランティア活動への事業者からの参加促進、情報提供、環境学習への講師派遣

等を依頼します。 

 ＣＯ２ＣＯ２スマート宣言事業所登録制度の普及 

 環境にやさしい事業活動の普及促進 



 

５４ 

 

 環境保全協定締結に向けた協議の実施 

 事業所の地域の環境保全活動への協力要請 

 

【環境指標】                    

 単位 
現在 

（2019年度） 
中間目標値 
（2025年度） 

新川一斉清掃参加人数 人/年 326 350 

やちよ市民活動サポートセンターに登録
している環境に関する活動をしている団
体 

団体 31 33 

環境保全協定締結事業所数 事業所 20 20 

ＣＯ２ＣＯ２スマート宣言事業所数 事業所 ２ ５ 

 

基本施策５－３  環境と経済の好循環の推進 

 

【施策の基本的方向】  

環境・エネルギーに関わる先進技術の積極的な活用や、環境関連産業の育成に取り組み、産学官の連携に

よる地域資源の活用を推進することによって、環境と経済の相乗効果の発揮を目指します。 

 

【施策】  

（１） 環境関連産業の育成促進 

国・県では、「経済・社会のグリーン化」や「グリーン成長」を担う環境ビジネスの育成・振興を図っています。 

地元企業や大学等と連携し、環境技術に関する研究や、自然科学と最新技術を組み合わせたスマート農業

の推進などＩｏＴやＡＩをはじめとしたＩＣＴ、ロボット技術を活用した地元産業振興、地元産品を利用した商品等の

普及など、環境と関連したビジネスを推進します。 

住宅用省エネ設備等導入補助事業、低炭素建築物新築等計画認定制度等に関し、相談対応や市内関連

事業者にかかる情報提供など、地域と連携した取組を促進することにより、関連産業の振興を図ります。 

 産学官連携による環境関連ビジネスの推進 

 脱炭素化に資する環境関連産業の振興 

 事業者による環境投資の促進 

 

（２） 環境と調和した産業の振興 

家畜ふん尿の有効利用などによるたい肥などを活用した土づくりを進め、環境への負荷の少ない農業を促進

します。また、市内の農産物直売所におけるイベントや、市主催のイベントにおけるＰＲ活動を通じて、「ちばエコ

農産物」の普及、地元産の旬の農産物を購入する千産千消（地産地消）を推進します。 

観光協会や観光農園等、関連事業者等と連携し、文化・観光資源の発掘、普及に努めます。 

 千産千消（地産地消）の推進 

 観光や農業関連団体と連携した文化・観光資源の発掘、普及 
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基本施策５－４  地域間交流・協力の推進 

 

【施策の基本的方向】  

身近な環境から地球環境保全まで、多様化・複雑化する環境問題に対し、市域を越えた連携や交流を通じ

て課題解決を図ります。 

 

【施策】  

（１） 地域間の交流促進 

谷津・里山保全、農業体験等グリーンツーリズムを通じて、市街地と郊外の人々の交流促進、生産者と消費

者との交流を図ります。また、「印旛沼流域かわまちづくり計画」に基づく水辺の拠点整備を通じて、印旛沼流域

における人々の交流、地域活性化を図ります。 

印旛沼流域保全など環境政策に関する協議会の参加等を通じて、広範な環境情報を収集し、近隣自治体と

の連携・協力を図ります。 

 グリーンツーリズムの推進による市街地と郊外、生産者と消費者の交流促進 

 新川における水辺の拠点整備を通じた流域連携、交流促進、地域活性化の推進 

 国、県、近隣市町など他の行政機関や活動団体などとの連携・協力 

 

（２） 外国人住民に対する意識啓発の推進 

多文化交流センターにおいて、外国人住民に対する環境情報提供・相談に努め、意識啓発を図ります。 

 多文化交流センターを通じた情報提供 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

第 5 章 戦略的・重点的に推進する施策
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第５章 戦略的・重点的に推進する施策 
 

将来の環境像の実現に向けた重点的な取組として、以下の３つのプロジェクトを推進します。 

各プロジェクトは、将来の環境像のもと目指すまちのあり方の具現化に向け、第４章で示した分野別の環境施

策の中から特に重要または効果的なもの（環境と経済の好循環の創出に向けて相乗効果が期待できる施策）を

組み合わせたものです。 

これらのプロジェクトについて、多様な主体と連携しながら推進していきます。 

 

１ ゼロカーボンシティ推進プロジェクト （基本方針１、２、４、５） 

（１） 事業概要・ねらい 

2050 年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を実現するためには、人々の生活

や企業の事業活動におけるエネルギー消費を抑えるとともに、温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギ

ー等を積極的に活用していく必要があります。 

快適な暮らしを維持しつつ、温室効果ガス排出削減を確実に進めるために、以下の施策を展開していきま

す。 

 

（２） 具体的な事業 

１） ３Ｅ＋Ｓ（省エネ・創エネ・畜エネ）の推進 

 （住宅用省エネルギー設備等設置補助制度を通じて）家庭におけるエネルギー消費を抑え、太陽光・太陽

熱、水素をエネルギーに変え、エネルギーを貯めて使い、防災性も高める３Ｅ＋Ｓを推進します。 

 再生可能エネルギー等の普及のための活動を行う市民団体、事業者を支援します。 

 防災拠点への太陽光発電設備等の導入に努めます。 

 

２） バイオマスエネルギーの利用促進 

 廃食用油の収集及び再生利用（燃料化）を継続します。 

 

３） グリーンビルディングの推進 

 低炭素建築物新築等計画認定制度を通じて省エネルギー性能を有した建築物の普及に努めます。 

 市街地の住宅、事業所等における建物緑化を推進します。 

 

４） 水・緑を活用したまちづくり 

 道路・河川沿岸などのオープンスペースや公共施設の緑化を推進します。新川に水辺の拠点を整備します。 

 歩道や自転車道の整備を検討するなど、歩車分離をすることで、歩きやすいまちづくりを推進します。 

 雨水流出を抑え、ヒートアイランド現象を緩和する透水性舗装や雨水浸透ますの設置を推進します。  
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２ 谷津・里山保全・活用プロジェクト （基本方針１、３、４、５） 

（１） 事業概要・ねらい 

本市の特徴的な自然である谷津・里山を市民、土地所有者、事業者、市が協働して保全・再生する事業を

進めるとともに、谷津・里山の持つ多面的な機能や価値を活用する事業を実施します。 

 

（２） 具体的な事業 

１） 谷津・里山の多面的機能の維持・保全 

 土地所有者、活動団体等との協定締結を推進し、二酸化炭素の吸収源としての役割を持つ谷津・里山の保

全対象面積の維持・拡大を目指します。 

 希少な動植物の生息地の保全、人と自然がふれあう自然空間整備・管理を継続します。 

 

２） 多様な主体の参加による谷津・里山保全の推進 

 地域団体、非営利活動団体あるいは事業者など、多様な組織または個人の参加を求め、谷津・里山の保全

を図ります。 

 谷津・里山保全活動のための担い手の育成に努めます。（里山楽校の継続、活動団体の支援等） 

 市内外企業のＣＳＲ活動を誘致・推進するため、情報提供を行います。 

 

３） 谷津・里山を活用した環境学習・教育の推進 

 地域の環境資源である谷津・里山を活用しながら、自然環境の大切さなどを学ぶ環境教育・学習の実施を

推進します。 

 

４） 谷津・里山の活用・交流促進  

 谷津・里山保全、農業体験等グリーンツーリズム、野外活動（キャンプ等）を通じて、市街地と郊外の人々の

交流促進を図ります。 
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３ 環境にやさしい人づくりプロジェクト （基本方針３、４、５） 

（１） 事業概要・ねらい 

市民・事業者の環境に対する関心・理解を深めるため、環境学習・環境教育の充実を図り、次世代に良好な

環境を引き継ぐことのできる環境にやさしい人づくりを推進します。 

 

（２） 具体的な事業 

１） 地域資源を活用した環境教育メニュー・教材の検討 

 自然環境調査を継続し、本市の動植物に関するデータベースを更新します。このデータベースを生物多様

性の重要性を学ぶための環境学習に活用します。 

 環境保全とまちづくり、防災、歴史・文化、食など、関係する分野を組み合わせた幅広い環境学習・環境教

育メニューを検討します。 

 大学や事業者等と連携した講座を開催するなど、環境に関する専門的な知識や最新の情報等を学べる機

会の提供に努めます。 

 

２） 多様な環境保全の担い手・環境ボランティア講師の育成 

 環境保全に取り組む団体等を支援し、地域の環境保全に率先して取り組む人材・リーダーの育成に努めま

す。 

 市民が気軽に地域活動に参加できるよう、自治会や教育機関等と連携し、幅広い年代からの活動参加を促

します。 

 大学や事業者（特定事業場、環境保全協定締結事業所、地域包括連携協定締結事業所）などから、環境

保全、防災、食育等、幅広い環境教育に資する情報提供、講師派遣を依頼します。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

第 6 章 主体別・地域別行動指針
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第６章 主体別・地域別行動指針 
 

１ 各主体の役割と行動指針 

環境の将来像の実現に向けた５つの基本方針に対して、市民・事業者・市が、それぞれの役割、責任の重大

さ、実践することの重要性等を十分に認識し、一体となって、環境の保全・創造に関する取組を実践していく必

要があります。 

八千代市環境基本条例における各主体の責務に則り、市民・事業者・市の役割、行動指針を以下のように定

めます。 

 

市の役割と行動指針   

環境基本法において定められているように、市には「総合的な施策を策定し、これを実施する責務」がありま

す。すなわち、環境の保全及び再生に関する様々な施策を定め、これらに基づく事業を推進する役割を担って

います。 

市は、市民・事業者の協力を得て、本計画に定める環境の保全及び再生に関する施策について、総合的か

つ計画的に取り組むとともに、経済・社会・環境の三側面から統合的に取り組み、持続可能な世界の実現を目

指すＳＤＧｓの 17の目標達成に向けて、本市における取組の加速化、情報発信に努めていきます。 

 

 市民・事業者・市の各主体が各々の役割に応じた環境配慮行動を実践し、地球温暖化対策、循環型社

会の形成に向けた取組、身近な環境保全のための活動に参加できるよう、協働による取組を促進します 

 市も１つの事業所・消費者でもあるという立場から、省エネルギーをはじめとした環境負荷を低減させる

取組を実行します 

 施策の進捗状況を定期的に点検・評価し、関連施策の見直し、推進を図ります 

 市が行う契約及び物品やサービスの購入に当たっては、環境への負荷の低減に資するようグリーン購入

を推進します 

 古紙等の分別排出を徹底し、用紙類の資源化・リサイクルに努めます 

 庁舎等で使用する電気、ガス及び自動車燃料の使用量の削減に努めるように日々の業務を通じて環境

に配慮します 

 職員は、清掃活動等の地域活動に参加するとともに環境配慮の普及啓発に努めます 

 谷津・里山など地域環境への関心を促し、環境保全活動への参加を促すため、市広報誌、市ホームペ

ージ、市民活動サポートセンター等を活用し、学校等の教育機関、自治会、市民活動団体への情報発

信を行います 

 

市民の役割と行動指針   

環境保全計画に記載された各種の施策を展開する上で、市民の積極的な参加が重要な要素になっています。

八千代市環境基本条例においても「市民は、（中略）その日常生活において、環境への負荷の低減に配慮し、

公害の防止及び自然環境の適正な保全に努めなければならない。（中略）市が実施する環境の保全に関する

施策に協力する責務を有し、地域の環境保全活動に積極的に参加するよう努めるものとする」と定めているよう
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に、市民は環境負荷の少ない生活を実践し、市の施策に協力する役割があります。 

市民は、一人ひとりの行動が環境へ影響を及ぼしていることを認識し、日ごろのライフスタイルを見直し、環境

への負荷の低減や身近な環境を保全するための行動を積極的に行います。 

 

 日常生活を送る上で自分に合った環境にやさしいライフスタイルを考え、実践します 

 自動車の利用はできるだけ控え公共交通機関を利用し、また自動車を利用する際にはエコドライブに努

めます 

 環境家計簿を活用するなどして、毎日の生活でどの程度の温室効果ガスを排出しているかを把握し、省

エネルギーをはじめとした環境負荷を低減させる取組を実行します 

 使い捨て商品の使用を控え、マイバッグ等を持参するなどにより日々の暮らしの中で廃棄物を削減しま

す 

 環境教育や環境学習の場に積極的に参加し、身近な環境から地球環境まで様々な環境問題について

関心を持ち、継続的に学ぶように心がけます 

 良好な街並みや谷津・里山をはじめとする豊かな自然環境を維持するために、地域の環境保全活動に

積極的に参加します 

 

事業者の役割と行動指針   

市民と同様、保全計画の施策を推進する上で事業者の参加も重要な要素であり、事業者は市が実施する環

境の保全に関する施策に対して、積極的な参加と協力が求められています。 

事業者は環境への影響力が大きいことを考慮し、法規制を遵守し、環境負荷低減のための取組を実践する

役割を持っています。また、ゼロカーボンシティ宣言を行った本市において、市域の温室効果ガス排出量の半

分以上を占める産業部門の取組は、2050年温室効果ガス排出実質ゼロを目指す上で非常に重要です。 

事業者は、これまでの事業活動を見直し、生産工程等における省エネルギー化、脱炭素化を進めるとともに、

公害防止・汚染物質の低減、廃棄物の減量・適正処理を含む資源の循環利用、地域の自然環境保全に努め、

環境と経済の好循環の創出に向けた取組を積極的に推進します。 

 

 環境への負荷を低減するため、事業内容、事業所の形態に応じた環境マネジメントシステムの導入とそ

の実践に努めます 

 電気、ガス及び自動車燃料の使用量の削減に努めるように日々の業務を通じて環境に配慮します 

 廃棄物の排出抑制、循環資源の再使用・再利用、熱回収に努めます 

 工場等の敷地や建物は、周辺環境との調和を図るとともに、敷地内の緑地確保、屋上や壁面の緑化な

どにも配慮します 

 事業活動を通じて発生する騒音や悪臭などの発生を極力抑えるように努めるとともに環境に配慮した技

術や製品の活用を検討します 

 社内において環境教育・学習の機会を設けるとともに、地域住民との協働による環境保全活動への参加

促進に努めます 
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２ 地域別行動指針 

本市は、北部の豊かな自然環境に囲まれた地域から、中央から南部にかけて鉄道駅を中心とした市街地地

域、工業団地等、多様な個性や魅力を持った地域によって構成されています。 

これらの地域において、それぞれが抱えている環境課題に対応し、より魅力のある地域にするため、八千代

市第５次総合計画に示されているゾーニング計画との関連を踏まえつつ、地域ごとの特性や課題に対応した環

境づくりに取り組む指針として、地域別行動指針を定めます。 

第５次総合計画では、南部を市街地ゾーン、北部を自然環境保全ゾーンとし、この２つの面的ゾーンを結ぶ

軸となる新川及び桑納川周辺をふれあいネットワークゾーンと位置づけています。また、市街地ゾーンは、南部

の既成市街地エリアと中部の複合市街地エリアから構成されています。 

そこで、これらの４つの地域に対して行動指針を定めます。 

 

地域別の概況、主な課題   

（１） 南部地域 

１）地域の概況 

この地域は、おおむね京成本線沿線部から国道 296 号周辺までの地域で、八千代台、勝田、勝田台、大和

田、高津、高津団地及び国道 296号南側の大和田新田地区などが含まれています。 

昭和 31年（1956年）の八千代台駅の開業とともに八千代台団地、昭和 43年（1968年）の勝田台駅の開業に

伴う勝田台団地が開発されるなど、京成本線沿線を中心に市街地が形成されています。 

古くからの集落や住宅団地などから形成され、それぞれの地域のつながりの中で、コミュニティ活動が行われ、

自治会も多数組織されています。 

 

２）市民アンケート結果 

居住地域の環境に対し感じていることでは、｢里山や林など緑が豊か｣「公園など街中の緑が豊かで季節の香

りが感じられる」について評価が高い一方で、「河川の水がきれいで水に恵まれている」「歩きタバコやポイ捨て

などがなく、まちがきれいである」「徒歩や自転車で移動しやすい」について、評価が低い結果となりました。上記

の水と緑に関する項目については、他の地域よりも評価が低い結果となりました。 

環境に対する改善すべき課題では、「自転車専用道路の建設・安全な歩行空間の確保」が 48％と最も高く、

｢印旛沼や新川等の水質改善｣「ごみの不法投棄の撲滅」が約 25％とほぼ同数で続いています。 

 

３）主な課題 

この地域は、市街地形成後、相当の期間が経過しているため、総合的な居住環境や都市機能などの質的向

上が求められており、リノベーションの時期を迎えています。 

安全で快適な生活環境を整えるため、市街地では少なくなってきた緑の保全・創出に努めながら、鉄道駅を

中心とした都市機能の再構築を図り、良好な市街地の形成を進める必要があります。 

また、交通渋滞が慢性化している国道 296 号では、自動車騒音に対する対策が課題として挙げられるほか、

大和田駅北側は狭隘な道路が多いため、鉄道駅へのアクセスなどにおいて、徒歩や自転車で移動しやすいま

ちづくりが求められています。 
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（２） 中部地域 

１）地域の概況 

この地域は、おおむね国道 296 号の周辺から国道 296 号バイパス予定地までの地域で、東葉高速線沿線を

中心に比較的新しい市街地が形成されています。上高野、村上、村上団地、ゆりのき台、萱田、萱田町、緑が

丘、国道 296号の北側の大和田新田及び吉橋が含まれます。 

南側は既成市街地エリア、北側は自然環境保全ゾーンに隣接しており、市街地が形成された地区と自然が

残されている地区の両方の要素を併せ持っています。 

また、市内３か所の工業団地のすべてがこの地域に立地し、住宅地と工場との共存とともに、自然環境の保全

が課題となっています。 

古くからの集落においては、地域のコミュニティが形成されてきており、交流が行われてきています。また、東

葉高速線沿線の市街地については、都市型コミュニティの形成が進んでいます。 

 

２）市民アンケート結果 

居住地域の環境に対し感じていることでは、南部地域と同じく｢里山や林など緑が豊か｣「公園など街中の緑

が豊かで季節の香りが感じられる」について評価が高い一方で、「河川の水がきれいで水に恵まれている」「歩き

タバコやポイ捨てなどがなく、まちがきれいである」「徒歩や自転車で移動しやすい」について、評価が低い結果

となりました。 

改善すべき環境の課題では、「自転車専用道路の建設・安全な歩行空間の確保」が 53％と最も高く、｢印旛

沼や新川等の水質改善｣「ごみの不法投棄の撲滅」が約 25％とほぼ同数で続いています。 

 

３）主な課題 

この地域は、東葉高速線沿線での開発や土地区画整理事業により整備された住宅系の地区、駅周辺を中心

とした商業系の地区、既存の工業団地が立地する工業系の地区、自然が残されている市街化調整区域が配置

される複合市街地となっています。 

このため、良好な生活環境を維持しながら、事業者に対し、環境に配慮した事業活動を促し、環境と経済の

好循環の創出に資するまちづくりが求められます。 

住宅地と工業団地が隣接していることから、住・工が共存できる環境の整備に努めるとともに、自然環境保全

ゾーンに接している北側については、自然環境との共生に努める必要があります。 

 

（３） 北部地域 

１）地域の概況 

この地域全体の大部分が市街化調整区域であり、水田や畑、樹林地が広がり、貴重な谷津・里山などの多く

の自然環境が残されています。希少な水生植物や鳥類・魚介類の生息地となっており、豊かな生物相を維持し、

生物多様性を保全する必要があります。 

古くからの集落により形成されていましたが、昭和 45 年に米本団地の入居がはじまり、その後、真木野地区

に大学と住宅地の一体的な開発による学園都市（大学町）が開発されました。さらに保品地区に、同じく大学と

流通業務施設と住宅の一体的な開発による八千代カルチャータウンの開発が進み、これらの開発により、２校の

大学が設置されています。 

国道 16 号は、首都圏の環状道路として東京湾沿岸部と内陸部の業務核都市を結ぶ広域幹線道路としての
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機能を有し、多くの人と物とが行き交っています。市民と農業生産者のふれあいと交流の場として、国道 16 号の

八千代橋付近にふるさとステーション及びやちよ農業交流センターが設置されています。 

古くからの集落では、地域のコミュニティが形成されています。また、米本団地や大学町、カルチャータウンに

おいては、それぞれの地域の中でのコミュニティが形成されており、高齢化に対応するため、地域全体によるネ

ットワークの形成が必要です。 

 

２）市民アンケート結果 

居住地域の環境に対し感じていることでは、「最近気象の変化が顕著である」50％、｢里山や林など緑が豊か｣

44％と自然環境などに関するものの評価・関心が高い一方で、「不法投棄やごみの散乱がない」「歩きたばこや

ポイ捨てなどがなく、まちがきれいである」について問題を感じる人の割合が、他地域よりも大きい結果となりまし

た。 

環境に対する改善すべき課題では、「ごみの不法投棄の撲滅」が 53％で最も高く、次いで「自転車専用道路

の建設・安全な歩行空間の確保」｢印旛沼や新川等の水質改善｣が約 30％で続いています。 

 

３）主な課題 

本地域にある豊かな谷津・里山を保全し、その多様な機能の維持と活用が必要です。 

引き続き農業の振興と農地の保全に努めるとともに、自然環境を活かしていきながら市街地との調和を考慮し

た土地利用を進める必要があります。 

水質保全など環境の面から、生活排水対策の整備が必要です。 

また、人家が少ないことでごみが不法投棄されている場所もあり、その防止対策が必要です。 

 

（４） 新川及び桑納川周辺地域 

１）地域の概況 

本市のほぼ中央を南北に貫く新川及びその支流である桑納川周辺には、長い歴史の中で育まれてきた豊か

な自然が広がり、新川両岸には、サイクリングやウォーキングができる遊歩道が整備され、その遊歩道脇には河

津桜に代表される新川千本桜が植樹されています。 

 

２）主な課題 

都市化が進展する中において、この貴重な水と緑の空間に代表される自然環境を守り、次代に引き継いでい

くことが必要です。 
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地域別の行動指針   

４つの地域の概況や主な課題から地域ごとの行動指針を以下のように定めます。 

 

地域 行動指針 

南部地域  公共施設の改修時には、太陽光発電設備や高効率省エネルギー機器導入を促進しま

す。 

 民間の建築物についても、新築・改修時において、高い省エネルギー性能を有する低

炭素型建築物を推進するとともに、屋上や壁面をはじめ敷地内の建物緑化を促しま

す。 

 市街地の緑を形成している「市民の森」などの保全に努めます。 

中部地域  事業活動に伴う環境負荷の低減のため、事業所からの排ガス・排水・化学物質等に対

する監視と適切な指導を継続して行います。 

 地球温暖化防止や循環型社会構築に向けて事業者の自主的な行動を促すとともに、

環境保全協定、緑化協定の締結や、環境学習を含む地域環境保全活動への参加・協

力を呼びかけます。 

 地域に残された谷津・里山の保全・再生を継続し、多面的機能の維持・活用に努めま

す。 

北部地域  谷津・里山を中心とした豊かな自然環境を保全・再生し、多面的機能の維持・活用に努

めます。 

 継続的な自然環境調査の実施、外来動植物の防除を通じて、谷津・里山に生息する

動植物の生息地を確保します。 

 環境保全型農業を推進するとともに、新規就農者の確保・育成を推進します。 

 農村集落、市街化調整区域の生活排水の対策として、合併処理浄化槽等の整備を推

進します。 

 不法投棄の防止についても、市民や関係機関と連携し、監視体制を強化するととも

に、啓発活動を継続します。 

新川及び

桑納川 

周辺地域 

 上記３つの地域を結ぶ軸としての形態を持つことや、他地域からの来訪者も多いこと

から、３つの地域を結ぶ拠点となるふれあいネットワークゾーンとして位置づけ、地域

交流や生涯学習を通じて、人と人、人と自然のふれあいの場として、隣接自治体との

連携を図りながら一体的な活用に努めます。 

 市民（団体）・事業者との協働のもと、美しい水辺環境や八千代市らしい景観を維持す

るための活動を継続します。 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第 7 章 地球温暖化対策実行計画 

‐八千代市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）‐ 
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第７章 地球温暖化対策実行計画  

-八千代市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）- 

１ 地球温暖化対策実行計画の位置づけ、基本的事項 

地球温暖化対策は、市民・事業者・行政の各主体が、それぞれの役割に応じた取組を継続的に推進していく

ことが求められます。これまでは、市域における一事業所・消費者としての立場から「八千代市地球温暖化対策

実行計画（事務事業編）」を策定し、市の活動に係る温室効果ガスの排出の抑制等の温暖化対策を図るとともに、

市自らが率先して取り組むことにより、市民や事業者の環境保全に向けた取組を促進してきました。 

ここでは、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）として、八千代市域の自然的社会的特性を考慮し、温室

効果ガス削減に向けた目標を掲げると同時に、「八千代市第３次環境保全計画」において目指す環境像の達成

に向けた取組の推進により、具体的な施策を計画的に推進していきます。 

また、地球温暖化に向けた対策は、地域の経済活動や生活全般とも関わることから、国や県とも連携して取り

組むことが重要となります。従って、本計画は「千葉県地球温暖化対策実行計画～ＣＯ２ＣＯ２スマートプラン～」

と連携を図るものとします。 

具体的な施策については、「八千代市第３次環境保全計画」として取り組むことで、効果的な実行計画を推進

します。 

 

（１）基準年度/目標年度 

国は、令和２年（2020 年）以降の新たな温室効果ガス削減に向け、令和 12 年度（2030 年度）を目標年度とし

て掲げており、それに応じて千葉県も「千葉県地球温暖化対策実行計画」において、令和 12 年度（2030 年度）

を目標年度と定めています。 

本市も目標年度を令和 12 年度（2030 年度）と定め、国・県と一体となり温暖化対策に取り組んでいくことを目

指します。なお、温室効果ガス削減目標を設定するための基準年度についても国・県と同様に平成 25 年度

（2013年度）とします。 

 

基準年度 平成 25年度（2013年度） 

目標年度 令和 12年度（2030年度） 

 

さらに長期的な目標として、本市は 2050 年の温室効果ガス排出実質ゼロ1（ゼロカーボンシティ）への取組を
表明し、ゼロカーボンシティの実現を目指しています。 

 
（２）対象とする区域/温室効果ガス 

この地球温暖化対策実行計画（区域施策編）において、対象とする区域は市域全体とし、日々の暮らしや事

業活動など、あらゆる場面における温室効果ガスの排出・削減に関連した活動が対象となります。 

温室効果ガスの排出については、「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（本編）（平

成 29年３月環境省・総合環境政策局環境計画課）」に基づき把握します。また、本計画では、八千代市として有

効な対策・施策を講じられるかについて勘案し、二酸化炭素等の温室効果ガスを対象とします。 

                                            
1 排出実質ゼロ：CO2などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去量との間の均衡を達成

すること 
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２ 八千代市の温室効果ガス排出状況 

（１）温室効果ガス排出傾向 

平成 25 年度（2013 年度）以降の我が国の温室効果ガス排出傾向には減少傾向が見られますが、本市にお

いては平成 26年度（2014年度）に一旦減少するものの、その後は緩やかな増加傾向が見られます。これは、我

が国の人口減少社会においても本市の人口が依然として増加傾向にあり、市域での経済活動が活発なことが

主な要因と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八千代市 温室効果ガス排出量の推移及び一人当たり排出量（再掲） 

 

本市の部門別排出量の比率を見てみると、産業部門からの排出量が全体の半分以上を占めています。これ

は、市内に高い技術や魅力的な商品等を製造販売している事業所と物流などが連携し構成された八千代・上

高野（村上）・吉橋の工業団地を有する特徴が表れています。 

 

八千代市と全国における温室効果ガス排出量の部門別排出割合（平成 29 年度（2017 年度）） 
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（２）部門別の温室効果ガス排出傾向 

市域からの温室効果ガス排出のうち、排出量の大きい産業部門、業務部門、家庭部門、運輸部門について、

本市の特徴からその排出傾向を見ることで、現状を把握します。 

【産業部門】 

産業部門からの温室効果ガス排出傾向は、製造品出荷額との関連性が高いことが分かります。本市は工業

団地や比較的エネルギーを必要とする食品製造工場を有していることから、温室効果ガス排出傾向としては、

景気など市域外の経済活動による影響を受けやすい特徴があります。 

基準年である平成 25 年度（2013 年度）からは、製造品出荷額とともに排出量も増加傾向にあり、平成 29 年

度（2017年度）では平成 25年度（2013年度）比で 13.4%増加しています。 

 

製造業からの温室効果ガス排出傾向と製造品出荷額の関係 
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【業務部門】 

業務部門からの温室効果ガス排出量は、ＯＡ機器や空調機器などが普及してきたことから、全国的にも増加

傾向が見られます。特に本市においては、平成 17 年（2005 年）に緑が丘地区の大規模商業施設が開業したこ

とに伴い、映画館やレストラン、銀行など地域に便利なサービスを提供する事業者が拡充されてきています。 

業務部門の温室効果ガスの傾向を見ると、平成 17 年度（2005 年度）から平成 25 年度（2013 年度）までは堅

調な増加傾向が見られましたが、それ以降はほぼ横ばいとなり、平成 29年度（2017年度）の排出量は、平成 25

年度（2013年度）比で 3.3%の増加に留まっています。 

 

業務部門からの温室効果ガス排出傾向 

【家庭部門】 

家庭部門からの温室効果ガス排出量は、国と同様に平成 25 年（2013 年）頃から減少している傾向が見られ

ます。省エネ家電の普及や日頃の生活における省エネへの取組が促進されていることがその背景にあると考え

られます。平成 29年度（2017年度）の排出量は、平成 25年度（2013年度）比で 10.2%の減少となっています。 

 

家庭部門からの温室効果ガス排出傾向  
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【運輸部門】 

自動車からの温室効果ガス排出量は、燃費の改善や走行距離の減少などにより、緩やかな減少傾向が

見られます。市域では平成８年（1996 年）に東葉高速線が開業したことに伴い、鉄道からの排出量が増加

しています。しかし、鉄道など公共交通機関は自家用自動車に比べて輸送量当たりの二酸化炭素排出量

は少なく、一般的に１人を１km輸送する場合、自家用自動車では 117gの二酸化炭素が排出されるのに対

し、鉄道では 18gの排出量に低減できます2。 

 

運輸部門からの温室効果ガス排出傾向 

 

３ 八千代市の温室効果ガス排出量将来推計 

今後、追加対策を講じない場合に目標年である令和 12年度（2030年度）の温室効果ガス排出量がどの

ようになるかについて推計することで、本市の特性に応じた適切な削減目標を検討するための参考としま

す。 

将来の温室効果ガス排出量については、ＢＡＵ(Business As Usual)排出量として、今後の経済活動や人

口の推移などから推計することができ、その際には追加的な対策による削減量は見込みません。ＢＡＵ排

出量を推計するための指標となる経済活動などは、市内のみならず市域を越えた動きもあることから、千葉

県と同様の推移となることが想定されます。そのため、基本的にＢＡＵ排出量については、県の推計値を参

考としました。 

ただし、人口については県が令和２年（2020 年）頃にピークを迎える一方、本市は令和７年（2025 年）頃

まで増加するという特性があります。そこで、家庭部門及び廃棄物部門のＢＡＵ推計については、人口の伸

びを考慮して推計しています。 

  

                                            
2環境省「2018年度（平成 30年度）温室効果ガス排出量（確報値）について」75ページ参照 
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温室効果ガス排出量（ＢＡＵ排出量）の推計結果 

 平成 25年（2013年） 

基準年 

令和 12年（2030年） 

目標年 
基準年比 増減率 

千葉県 八千代市 千葉県 八千代市 千葉県 八千代市 

温室効果ガス排出量 
（千 t-CO2） 

69,618 1,706 69,600 1,712 -0.03% 0.4% 

一人当たり排出量 

（t-CO2） 
11.2 8.8 11.4 8.4 1.6% -4.7% 

※千葉県の排出量からは、八千代市との比較のため石油や天然ガスなどを電力やガソリンなどに転換するエネル

ギー転換部門の排出量を含めず、エネルギーを消費したことによる温室効果ガス及び廃棄物部門からの温室

効果ガスを計上しました。なお、平成 25 年（2013 年）に比べて電力の排出係数が小さくなる傾向については、

千葉県のＢＡＵ推計において考慮されており、今回の八千代市ＢＡＵ推計にも反映されています。（電力排出

係数については、直近の５年平均値 0.418t-CO2が用いられています） 

 

令和 12 年（2030 年）のＢＡＵ排出量の推計結果を見ると、県、市ともに平成 25 年（2013 年）と比べてほ

ぼ横ばいとなっていますが、県は若干の減少が見込まれる一方で、本市は人口増加の影響を受け微増す

ることが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 12 年（2030 年） ＢＡＵ排出量の比較 

（千葉県データ出典：「千葉県地球温暖化対策実行計画～ＣＯ２ＣＯ２
コ ツ コ ツ

スマートプラン～」） 
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一人当たり排出量の比較 

※千葉県の一人当たり排出量が八千代市より大きくなっている理由としては、主に沿岸部

に立地するエネルギー多消費型産業を有することが主な理由と考えられます。 

（千葉県データ出典：「千葉県地球温暖化対策実行計画～ＣＯ２ＣＯ２
コ ツ コ ツ

スマートプラン～」） 

 

４ 八千代市の温室効果ガス排出量の削減目標 

（１）部門別削減目標の設定 

国は平成 27 年（2015 年）に「2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比 26％削減する」という

目標を掲げた約束草案を国連に提出し、目標に向けた対策・施策を推進しています。また、令和２年

（2020 年）10 月の国会において菅内閣総理大臣は、「成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げ、

2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。 

千葉県は世界や国の動きを受けながら、県の特徴を踏まえて、県民、事業者、自治体など全ての主

体者が一体となって地域レベルでの地球温暖化対策に取り組むことを目指し、主体ごとに目標を設定し

ており、県全体としては令和 12 年（2030 年）の排出量を平成 25 年度（2013 年度）比 22%削減の目標

が掲げられています。 

そこで本市としては、国・県と一体となって温室効果ガス排出量の削減を目指すこととし、主体ごとの

活動量の見通しを検討しながら目標を設定します。 

特に本市においては、国・県とは異なり、令和７年（2025 年）まで人口増加が見込まれることから、令和

12 年（2030 年）のＢＡＵ排出量の推計結果についても考慮し、市民一人当たりの削減目標についても設

定します。 
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排出部門別削減目標 

排出部門 今後の見通し/特徴 取組指標 

2030年度 

削減目標 

(2013年度比) 

産業部門 これまで積極的に省エネ対策が図られてきてお

り、その結果、温室効果ガス排出削減について

も取組が進められてきています。今後も、全国

的に取り組まれる各業界の目標に向けた継続

的な取組が望まれます。 

各業界目標 

（全国的な取組） 

-7.5％ 

業務部門 事務所・店舗等については増加傾向が見られ、

今後も市の発展とともに店舗数等は増加するこ

とが考えられますが、省エネと電力の排出係数

が下がることによる温室効果ガス排出削減が期

待されます。 

床面積当たりエネルギ

ー消費量を平成 25 年

度（2013 年度）比 40％

減 

-43.3% 

家庭部門 省エネ家電が普及する一方、家電製品が増加

する傾向も見られます。本市では、令和７年

（2025 年）頃までは人口の増加が見込まれます

が、省エネの更なる推進と電力の排出係数が下

がることによる温室効果ガス排出削減が期待さ

れます。 

世帯当たりエネルギー

消費量を平成 25 年度

（2013年度）比 30％減 
-36.0% 

運輸部門 燃費の向上に伴い自動車からの排出量は減少

し、近年では横ばいの傾向が見られます。今後

は、貨物需要が増加することが想定されます。 

自動車燃料消費を平

成 25 年度（2013 年度）

比 25％減 

（貨物は 26%減） 

-29.8% 

廃棄物部門 一人当たりのごみの排出量は近年減少傾向が

見られます。本市では、令和７年（2025 年）頃ま

では人口の増加が見込まれ、廃棄物部門から

の排出量は増加することが推計されることから、

一人当たりの排出量削減に向けた取組が必要

となります。 

一人当たりのごみの排

出量を平成 25 年度

（2013年度）比 15％減 
+1.4% 

※取組指標は、国・県と一体となった取組が望まれることから、「千葉県地球温暖化対策実行計画」を参照し、削減目標

については、八千代市の温室効果ガス排出量に当てはめて算出しています。なお、電力排出係数は、国の「長期エ

ネルギー需給見通し」に示される 0.367t-CO2が用いられています） 
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（２）削減目標の設定 

目標年度である令和 12 年度（2030 年度）までの間、追加的な対策に取り組まなかった場合における

市域からのＢＡＵ排出量は、1,712 千 t-CO2 と推計されますが、前ページに示す主体別の削減目標が達

成された場合の排出量の全体は、基準年度として設定した平成 25 年度（2013 年度）から目標年の令和

12年（2030年）にかけて約 22％削減できることが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市域からの温室効果ガス排出量削減目標 

 

温室効果ガスの排出傾向を踏まえ、令和 12年（2030年）における市域からの温室効果ガス排出量の

削減目標をマイナス 22％と定めるとともに市民一人当たりの排出量については、今後も人口が増加して

いく本市の特性も考慮し、マイナス 26％と掲げます。 

令和 12 年度（2030 年度） 削減目標（平成 25 年度（2013 年度）比） 

市域からの排出量 22％削減 

市民一人当たり排出量 26％削減 

 

なお、本市はゼロカーボンシティの実現を目指しており、長期的な温室効果ガス排出ゼロに向けた脱

炭素社会への取組の推進が大切となります。今回定めた令和 12 年度（2030 年度）までの各主体の削

減目標への取組による着実な温室効果ガス削減の達成を通じ、将来的には更なる温室効果ガス削減

対策を講じていくことで、ゼロカーボンシティの実現を図ります。 

1,706

1,330

0

400

800

1,200

1,600

2,000

基準年

平成25年

（2013年）

目標年

令和12年

（2030年）

ゼロカーボンシティの

実現

（2050年）

(千t-CO2)

2013年度比 

－22% 

-7.5%  産業部門 

-43.3% 業務部門 

-36.0% 家庭部門 
-29.8% 運輸部門 
+1.4%  廃棄物部門 

▲113 

▲101 

▲109 

▲58 

△1 

BAU1,712 千 t-CO2 2013 年度比削減比 

～
 

～
 



 

７４ 

 

５ 気候変動への適応 

（１）気候変動への適応とは 

気候変動を抑えるためには、本計画でも示すように温室効果ガス排出削減の抑制等を行う「緩和」対

策を着実に実施していくことが大切です。一方で、すでに現れている影響や中長期的に避けられない影

響に対して、その被害を回避・軽減していく「適応」対策も、今後は進めていくことが求められています。こ

のような状況を踏まえ、平成 30 年（2018 年）に国は気候変動適応法を施行し、気候変動への適応を法

的に位置づけています。 

 

気候変動の「緩和」と「適応」 

（出典：気候変動適応情報プラットフォーム） 

 

（２）気候変動による将来の影響 

環境省委託事業「Ｓ－８ 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」において、気候変動によ

る影響の将来予測が検討されており、今後効果的な対策を講じなかった場合の将来予測が都道府県別

に示されています。ここでは、将来予測のうち主なものを紹介します。 
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【年平均気温の変化量予測】 

今後対策が講じられなかった場合、平均気温は 2100年までに 4.6 ～ 4.8℃程度上昇すると予測され

ています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

年平均気温の変化量予測（2081～2100年） 

（出典：環境省委託事業「S-8温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」） 

 

【年間降水量の将来予測】 

日本全体では、洪水を起こしうる大雨事象が今世紀末に現在より１～３割程度増加すると予測されて

います。年間降水量は 2100年までに 1.1～1.2倍程度になると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間降水量の将来予測 

（出典：環境省委託事業「S-8温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」） 

 

2031～2050 年 2081～2100 年 

八千代市 八千代市 
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【熱ストレスによる影響予測】 

気温と死亡者数にはある程度の相関があり、適温から暑くなっても寒くなっても死亡者数が増加すると

されています。最も死亡者数が少ない気温の状態から、気温上昇によって増加する死亡者数「熱ストレス

による超過死亡者数」についても予測されています。今後対策が講じられなかった場合、千葉県では、

2031～2050年時点で熱ストレスによる超過死亡者数が 2.8倍になることが予測されています。 

千葉県における熱ストレス超過死亡者増加予測 

年齢（歳） 2031～2050年 2081～2100年 

15～64 2.7倍 7.1倍 

65～ 2.8倍 7.8倍 

合計 2.8倍 7.8倍 

（出典：環境省委託事業「S-8温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」） 

 

（３）適応の進め方 

気候変動の将来予測には不確実性が伴い、変動の幅が大きくなることを理解した上、将来的にどのよ

うな分野で気候変動の影響があるかを把握し、それぞれの項目ごとに将来予測やリスクに対する重大性、

緊急性を整理し、検討していくことが大切です。 

地球温暖化は、中長期的に進行していくことから、将来の状況に応じて柔軟に対応することが求めら

れます。今後は、国・県の対策と連携して適応対策の推進を図ります。



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

第 8 章 計画の推進
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第８章 計画の推進 
 

１ 推進体制 

（１）基本的事項 

本計画の推進のために、市民（団体）、事業者、市、環境関係機関などの各主体が、それぞれの立場や

活動する場所で主体的に環境活動に取り組めるよう、協働できる体制の確立を目指します。 

市は、環境に関連する施策・事業の進捗状況を的確に把握し、役割分担を図りながら、一体となって環

境行政を推進していきます。さらに、本計画に掲げた施策等を効果的に展開するために、国、県、近隣市

町村との連携・協力関係を構築し、計画の円滑かつ効果的な推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八千代市環境基本条例 

八千代市長 

八千代市環境審議会 
（外部機関） 

・計画に関する事項の審議 

・環境政策に関する意見や提言 

庁内体制 

 八千代市環境問題連絡会議 

・環境問題に関する方針及び対策の検討 

・計画の推進に係る関係各部局の総合調整 

事務局（環境保全課） 

・計画の進捗状況の資料作成 

・進行管理の作成と保管 

・結果の公表 

関係部局 

諮問 

答申 

計画策定の義務 

計画の策定 

八千代市第３次環境保全計画 

 

 

 

 

 

 

 

計画の実施 

八千代市 

環境全般に関する
施策について市の
責務を明記 

議案の提案 庁内案の決定 

資料要請 

資料提出 資料提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民（団体） 

事業者（場） 環境関連団体（機関） 

意見・参加 情報提供 協働 

連携 

連携 

連携 

設置 
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（２）推進組織 

１）八千代市環境審議会 

八千代市環境審議会は、本市の環境の保全に関して、基本的事項を調査審議するために八千代市

環境基本条例第 21 条に基づき平成 11 年（1999 年）から設置され、現在は市長から委嘱された学識経

験者、事業者の代表及び市民それぞれ４名以内の委員により構成されています。 

この審議会の大きな任務は、本市の特性や現状、さらには全国的な課題を踏まえ、それに対する総

合的かつ計画的な施策を推進するために、環境保全計画あるいはその内容の変更を市長に答申するこ

とと、環境保全計画以外の環境保全に関する基本的事項に関して提言することにあります。 

 

２）八千代市環境問題連絡会議 

八千代市環境問題連絡会議は、八千代市環境基本条例第 19 条に基づき、行政組織内の緊密な連

携を図り、環境の保全に関する施策を推進するために平成２年（1990 年）から設置されています。この会

議の主な任務は、環境問題に係る方針、対策及び普及啓発に関する事項を審議することです。 

 

（３）広域的な協力体制 

１）習志野市・八千代市環境保全連絡会議 

両市に共通する環境問題への対策を推進するため、情報交換、合同調査・研究を行います。 

 

２）印旛沼水質保全協議会 

印旛沼の水質を保全し、広域的価値の増進を図り、良好な生活環境を保全するため、設置されてい

ます。千葉県、千葉県水道局、関係 13 市町、（独）水資源機構、印旛沼土地改良区、印旛沼漁業協同

組合、JFE スチール㈱東日本製鉄所及び印旛沼環境団体連合会が加入しており、水質保全思想の普

及や水質保全に必要な調査研究等を行います。 

 

３）(公財)印旛沼環境基金 

印旛沼の水質浄化を進め、周辺地域の環境を保全するため、県及び印旛沼流域 13 市町の協力によ

り設立されました。印旛沼及び流域河川の調査研究、講習会・見学会、啓発宣伝、ボランティア団体へ

の助成等を行います。 

 

４）印旛沼流域水循環健全化会議 

印旛沼の水質改善が顕著でなく、都市化の進展等により治水安全度が低下している状況を改善する

ため、中・長期的な観点から、流域の健全な水循環を考慮した印旛沼の水環境改善策、治水対策を検

討する目的で設置されています。 

印旛沼に関係する住民・市民団体、専門家、関係機関、行政等により構成され、対策を進めるに当た

って、関係者全員が一緒に行動するための指針として「印旛沼流域水循環健全化計画」が策定され、基

本理念『恵みの沼をふたたび』のもと、５つの目標を設定し、101の対策に取り組んでいます。 

 

５）千葉県環境衛生促進協議会 

循環型社会の構築を目指し、会員相互の知識普及と技術の向上を図り、もって生活環境の保全及び

環境衛生の向上に寄与することを目的に、県内の全市町村、清掃関係の一部事務組合が加入していま

す。 
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６）千葉県浄化槽推進協議会 

千葉県における浄化槽の普及、設置、保守点検及び清掃の適正化等を図り、もって生活環境の保全

及び公衆衛生の向上に寄与することを目的に設置され、浄化槽の普及、啓発、国または県に対する浄

化槽に係る陳情、請願等を行っています。県内の 50市町村で構成されています。 

 

  



 

８０ 

 

２ 進行管理 

第３次環境保全計画に示された施策を着実に推進するために、環境マネジメントシステムにおけるＰＤＣ

Ａサイクルの一連の手続きに沿って、計画の進行管理を行います。 

目指す環境像や基本方針・目標の実現の度合いを計るため、環境指標における定量目標の達成状況、

施策の実施状況等を定期的に点検・評価し、必要に応じて見直します。 

 

段階 実施事項 実施主体 

Plan 

（計画） 

・事業化、予算化 

・環境保全施策の年次計画立案 

・市（全庁） 

Do  

（実施） 

・計画、年次予算に基づく施策・事業の

実施 

・各主体の環境保全活動の展開 

・協働による取組の促進 

・市民 

・事業者 

・市（全庁） 

Check 

（点検・評価） 

・環境状態や取組の進捗状況の点検、

評価、分析 

・環境審議会をはじめ推進組織からの意

見聴取 

・「八千代市の環境」等を通じた評価結果

の公表 

・市（環境問題連絡会議） 

・環境審議会 

Action 

（見直し） 

・施策・事業の内容、進め方の改善 

・環境指標の見直し 

・市（環境問題連絡会議） 

・環境審議会 
    

 

 

 
      

Plan Do

CheckAction

 計画、年次予算に基づく施策・事業の実施 

 各主体の環境保全活動の展開 

 協働による取組の促進 

 環境状態や取組の進捗状況の点検、

評価、分析 

 環境審議会をはじめ推進組織から

の意見聴取 

 「八千代市の環境」等を通じた評価

結果の公表 

 施策・事業の内容、進め方の改善 

 環境指標の見直し 

 事業化、予算化 

 環境保全施策の年次計画立案 
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（１） 施策・事業の点検 

環境の保全に関する施策・事業は、それぞれの担当部局が中心となってその推進に努めます。また、そ

の実施状況については、環境マネジメントシステムの考え方を踏まえ、毎年の実施状況を把握し、必要に

応じて施策・事業内容の見直しを行います。 

 

（２） 目標の点検・評価 

基本方針（目標）の達成状況、さらに施策・事業等の実施状況を客観的に評価するため、環境指標を設

定し、毎年度の数値把握を行い、その進捗状況を評価します。 

この指標については、毎年度の施策・事業等の進捗状況や社会情勢に鑑み、より適切な項目の設定、

目標数値の見直し等を適宜実施することとします。 

 

（３） 点検結果の評価と公表 

基本方針（目標）の達成状況、施策・事業等の実施状況の評価結果等を踏まえ、本計画の総合的な評

価を行い、各推進組織への報告及び取組内容の見直しを行うことによって、環境の保全に関する施策の

着実な推進を図ります。 

また、これらの点検・評価結果については、「八千代市の環境」等によって公表し、市民や事業者等から

広く意見を聞き、その結果をさらに見直しに反映させます。 

 

（４） 計画の見直し  

環境政策に係る情勢は年々変化しており、早期に対応する必要があります。また、指標の達成状況に基

づく環境の状態や、施策・事業等の実施状況を踏まえて、取組内容や目標について見直すことが求められ

ます。 

そこで、施策・事業の点検及び目標の点検・評価の結果を踏まえ、施策・事業及び指標について、環境

問題連絡会議における協議を通じて、中間期に見直し、環境審議会による審議を経て、公表する予定
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資料１ 八千代市環境基本条例 

目次 

前文 

第 1章 総則(第 1条－第 7条) 

第 2章 環境の保全に関する基本的施策等(第 8条－第 18条) 

第 3章 環境の保全に関する推進体制等(第 19条・第 20条) 

第 4章 八千代市環境審議会(第 21条) 

附則 

八千代市は、印旛沼を望む新川をはじめとする豊かな自然環境のもと、先人の英知と努力を受け継ぎなが

ら調和のとれたまちづくりを進めてきた。 

しかしながら、近年の社会経済活動の拡大、都市化の進展、生活様式の変化などに伴い、従来の環境行政

の枠組みだけでは対応しにくい都市・生活型の公害の発生や身近な自然の減少など、様々な問題が顕在化し

てきており、さらに私たちの日常の生活や都市の活動そのものが、地球規模で環境に影響を与えてきている

ことから、一人一人が環境に配慮した新たな対応が求められている。 

もとより、恵み豊かな環境は、私たちにとってかけがえのないものであり、これをより良い状態に保全し

将来の世代へ引き継いでいくことは、私たち市民の願いであり、責務である。 

私たちは、日常の生活や都市の活動のあり方を身の回りから見つめ直し、市、事業者及び市民のすべての

者の協力によって、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を目指し、この条例

を制定する。 

 

第 1章 総則 

(目的) 

第 1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかに

するとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を

総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目

的とする。 

(定義) 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となる

おそれのあるものをいう。 

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生

物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であ

って、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。 

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の

汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の

沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境

(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含

む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。 

(基本理念) 

第 3条 環境の保全は、現在及び将来の市民が健全で良好な環境の恵みを受けられ、その環境が将来にわた

って維持されるよう適切に行われなければならない。 
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2 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境

の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担のもとに自主的かつ積極的に行われるようになること

によって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、持続的に発展することができる社会の構築を旨とし、環

境の保全上の支障を未然に防止するよう行われなければならない。 

3 環境の保全は、環境の自然的構成要素が良好な状態に保持され、生物の多様性が確保され、及び人と自

然が共生できるよう多様な自然環境が体系的に保全されることにより、地域の自然、文化、産業等の調和

のとれた快適な環境を実現していくよう行われなければならない。 

4 地球環境保全は、すべての者が自らの課題として認識し、あらゆる事業活動及び日常生活において積極

的に推進されなければならない。 

(市の責務) 

第 4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的

かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

(事業者の責務) 

第 5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防

止し、環境への負荷の低減に努め、又は自然環境を適正に保全するため、その責任において必要な措置を

講ずる責務を有する。 

2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他

の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処

理が図られることとなるように必要な情報の提供その他の措置を講ずる責務を有する。 

3 前 2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物

の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用さ

れ、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するために必要な措置を講ずるよう努めるととも

に、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよ

うに努めなければならない。 

4 前 3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全に自ら

努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 

(市民の責務) 

第 6条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において、環境

への負荷の低減に配慮し、公害の防止及び自然環境の適正な保全に努めなければならない。 

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、市が実施する環境の保全に関する施策に協力

する責務を有し、地域の環境保全活動に積極的に参加するように努めるものとする。 

(施策等の公表) 

第 7条 市長は、環境の状況、環境の保全に関する施策の実施状況等を定期的に公表するものとする。 

 

第 2章 環境の保全に関する基本的施策等 

(施策の基本方針) 

第 8条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に行うものとす

る。 

(1) 公害の防止策を進め、市民の健康の保護及び生活環境の保全を図ること。 

(2) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用等により、環境への負荷の小さな社会

の実現を図ること。 

(3) 野生生物の生息又は生育に配慮し、多様な生態系の確保に努めるとともに、森林、農地、谷津等の

適正な保全及び地域に応じた緑化の推進を図り、人と自然との豊かなふれあいを確保すること。 
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(4) 河川等の水辺地の環境の適正な保全及び整備を図るとともに、水と緑に配慮した都市基盤の整備を

推進すること。 

(5) 地域の特性をいかした美しい景観の形成及び歴史的又は文化的環境の形成等を図り、もって潤いと

安らぎのある生活環境を創造すること。 

(環境保全計画) 

第 9条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、八千代市環境保全計画

(以下「環境保全計画」という。)を定めなければならない。 

2 環境保全計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全に関する長期的な目標 

(2) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

(3) 前 2号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項 

3 市長は、環境保全計画を定めるに当たっては、あらかじめ、八千代市環境審議会の意見を聴かなければ

ならない。 

4 市長は、環境保全計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

5 前 2項の規定は、環境保全計画の変更について準用する。 

(規制の措置) 

第 10 条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるものとする。 

(環境の保全に関する協定の締結) 

第 11 条 市は、環境の保全のため必要があると認めるときは、事業者等と環境の保全に関する協定を締結

するように努めるものとする。 

(誘導的措置) 

第 12 条 市は、事業者又は市民が自らの行為に係る環境への負荷の低減その他の環境の保全に関する活動

をすることとなるように誘導するために必要があると認めるときは、その活動を行う者に対して適切な助

成その他の措置を講ずるように努めるものとする。 

(市民等の意見の反映) 

第 13 条 市は、環境の保全に関する施策に市民等の意見が反映することができるように必要な措置を講ず

るものとする。 

(環境教育及び環境学習の振興等) 

第 14 条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実により

事業者及び市民が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全に関する活動を行

う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。 

(民間団体等の自発的な活動の推進) 

第 15 条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発

的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動を促進するため、必要な支

援措置を講ずるものとする。 

(情報の提供) 

第 16 条 市は、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全に関する必要

な情報を適切に提供するように努めるものとする。 

(調査の実施) 
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第 17 条 市は、環境の状況の把握又は今後の環境の変化の予測に関する調査その他環境を保全するための

施策の策定に必要な調査を実施するものとする。 

(監視等の体制の整備) 

第 18 条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、

測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。 

 

第 3章 環境の保全に関する推進体制等 

(施策の推進体制の整備等) 

第 19 条 市は、その機関相互の緊密な連携を図り、環境の保全に関する施策を推進するため、必要な体制

を整備するものとする。 

2 市は、環境の保全に関する施策の効率的かつ効果的な推進を図るため、民間団体等と協力して取り組む

ことができるように必要な措置を講ずるものとする。 

(国及び他の地方公共団体との協力) 

第 20 条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全に関する施策について、国及び他の地方公共団体

と協力して、その推進を図るものとする。 

 

第 4章 八千代市環境審議会 

(環境審議会) 

第 21 条 環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、八千代市環境審議会(以下「審議

会」という。)を置く。 

2 市長は、次に掲げる事項を審議会に諮問しなければならない。 

(1) 環境保全計画に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する基本的事項 

3 審議会は、委員 12 人以内をもって組織する。 

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 4人以内 

(2) 事業者の代表者 4人以内 

(3) 市民 4人以内 

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

6 委員は、再任されることができる。 

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

(平 20条例 20・一部改正) 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 11年 4 月 1 日から施行する。 

(最初に委嘱される委員の任期) 

2 この条例施行後最初に委嘱される委員の任期は、第 21 条第 5 項の規定にかかわらず、平成 12 年 6月 1

日までとする。 

(八千代市公害防止条例の一部改正) 

3 八千代市公害防止条例(昭和 47年八千代市条例第 26 号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成 20年条例第 20号) 

この条例は、平成 21年 1月 15 日から施行する。  
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資料２ 八千代市環境審議会設置規則及び委員名簿 

 

八千代市環境審議会設置規則 

平成 10年 11月 24日 

規則第 46号 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、八千代市環境基本条例(平成 10年八千代市条例第 30号)第 21 条第 7 項の規定により、

八千代市環境審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(会長及び副会長) 

第 2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事敀があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。 

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(部会) 

第 4条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。 

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。 

3 部会に部会長を置き、部会長は、部会に属する委員の互選により定める。 

4 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第 1項中「審議会」とあるのは 「部

会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

(庶務) 

第 5条 審議会の庶務は、環境保全担当課において処理する。 

(補則) 

第 6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 11年 4 月 1 日から施行する。 

(八千代市環境審議会規則の廃止) 

2 八千代市環境審議会規則(昭和 47 年八千代市規則第 20 号)は、廃止する。 
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委員名簿 

職域等 委員氏名 団体役職名等 備 考 

学識経験者 

小倉 久子 
元千葉県環境研究センター 

水質環境研究室長（工学博士） 
委員長 

谷合 哲行  
千葉工業大学先進工学部教育セン

ター准教授（工学博士） 
副委員長 

馬上 丈司 
千葉エコ・エネルギー株式会社 代

表取締役社長（公共学博士） 
委員 

楠田 隆 
元千葉県環境研究センター 

地質環境研究室長（理学修士） 
委員 

事  業  者 

大味 実枝子 
八千代商工会議所女性会 理事 

社会保険労務士大味事務所 所長 
委員 

間野 惠一 八千代市農業委員会委員 委員 

高橋 聡 
八千代市工場協議会  

NSガルバ株式会社 業務部部長 
委員 

市民（団体） 

矢野 良明 市民公募 委員 

松尾 千鶴子 市民公募 委員 

近野 俊幸 市民公募 委員 

岡田 拓也 市民公募 委員 
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資料３ 計画策定の経過 

■計画策定の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画の策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

（2）八千代市の特性と現状の整理と課題の抽出 

（1）基本的事項の設定 

①八千代市の特性と現状の整理 ②アンケート調査の実施 

環境審議会 

基礎調査 

第２回環境審議会 

（基礎調査報告） 

（5）指標の検討 

第３回環境審議会 

(素案検討) 

目標・施策内容の検討 

計画書の作成 

（3）環境の将来像及び基本方針の設定 

（4）目標達成への施策等の検討 

③課題の抽出 

④地球温暖化対策に係る温室効果ガス排出量の削減目標の検討 

⑤実施体制の検証・検討 

（8）八千代市環境保全計画素案の作成 

（6）計画の推進方策の検討 

（7）地球温暖化対策実行計画
の検証・検討 

（10）八千代市環境保全計画の作成 

（9）パブリックコメントの実施 

第４回環境審議会 

(計画書) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事務局（環境保全課） 

市
民･

事
業
者
等 

市長 

環境問題連絡会議 

八千代市環境審議会 

八千代市（行政） 

意見 

ｱﾝｹｰﾄ 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 

情報公開 

諮問 

答申 
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■計画策定の経過 

年 月 日 会 議 名 等 主な内容 

令和 2年

度 

８月 八千代市環境審議会（第１回） ・本計画策定の進め方について説明 

 

  ９月 八千代市環境に関する市民・事業者アンケート

調査 
 

 10月 八千代市環境に関する市民団体等ヒアリング  

 １１月 八千代市環境審議会（第２回） ・諮問 

・アンケート調査結果報告 

・基礎調査結果に基づく課題の報告 

・策定方針案、計画骨子の説明、協議 

 １２月 環境問題連絡会議 ・環境像、基本方針案の報告、協議 

・環境施策案の報告、協議 

・主体別・エリア別の環境配慮指針案の報告、 

協議 

・温室効果ガス排出削減目標案の報告、協議 

  １２月 八千代市環境審議会（第３回） ・計画素案の協議 

環境像、基本方針案の報告、協議 

環境施策、指標案の報告、協議 

主体別・エリア別の環境配慮指針案の報告、 

協議 

温室効果ガス排出削減目標案の報告、協議 

 １月 環境保全計画策定庁内調整 ・環境像、基本方針案の報告、決定 

・環境施策、指標案の協議、決定 

・主体別・エリア別の環境配慮指針案の協議、 

決定 

・温室効果ガス排出削減目標案の協議、決定 

→パブリックコメントへ提示する素案に対する 

協議、決定 

  ２～３月 環境保全計画（素案）にかかるパブリックコメント 

（令和３年２月１日～３月２日） 

市民等の意見の聴取 

  ３月 環境保全計画策定庁内調整 ・パブリックコメントに対する協議 

   八千代市環境審議会（第４回） ・答申 

・パブリックコメントの意見、反映方法の説明、 

協議・答申 
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資料４ 市民・事業者アンケート調査の概要 

  

■調査目的 

市民環境意識調査は、八千代市環境保全計画の改訂にあたり、市民・事業者の環境保全に

対する考え方、日常生活や事業活動における環境配慮の取組状況、環境行政に望む施策な

どを明らかにし、計画改訂に各主体の視点を反映させるための基礎資料とすることを目的として

実施しました。 

 

■調査対象及び調査方法 

市民については、無作為抽出された市内在住の 18歳以上の男女１,000人を対象に、郵送と

Webフォームにより配布・回収を行いました。 

事業者については、市内で事業を展開している 105 事業所を対象に、郵送と Web フォーム

による配布・回収を行いました。 

 

■回収結果 

 

対象者 回収数 回収率 

市民 
494名 

（うちWeb回答 11４名）  
49.4％  

事業者 
60社 

（うちWeb回答 8社）  
57.1％  

 

■調査期間 

令和 2年 9月 23日 ～ 令和２年 10月 15日 
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■市民アンケート調査結果 

【概要】 

（１） 八千代市の環境や市の取組について 

１）八千代市の環境について感じていること  

● 「里山や林など自然が多く、緑豊かである」、「公園など街中の緑が豊かで季節の香りが感じられる」

は、4 割以上の市民が「そう思う」「ややそう思う」と回答しており、豊かな緑について評価が高い結果

となりました。また 7割近くの方が気象の変化を感じているようです。 

● 現行計画策定時と比べると、「農・畜産業が盛んで、地場産品が豊富である」については、評価が下

がっています。また「歴史・文化を感じる」「地域の人々のつながりが密接である」については評価は

低いものの、現行計画策定時からは改善する傾向がみられ、コロナ禍において、地域への関心が高

まっていることが推察されます。 

● 「河川の水がきれいで、水に恵まれている」「歩きたばこやポイ捨てがなく、まちがきれいである」「徒

歩や自転車で移動しやすい」「景観に配慮した市街地が形成されている」については、問題を感じて

いる市民が引き続き多い傾向がみられます。 

２）八千代市が行っている取組について  

● ポイ捨て・不法投棄の削減、ゴミの減量化・リサイクル・適正処理に関する条例や、ごみ減量化機器

購入費補助など廃棄物関連の取組は、ある程度認知されているようです。 

● 一方で、「八千代市の環境」の公表など、市が独自で行っている取組については認知度が低く、市民

に環境状況や取組が分かりやすく伝わっていない可能性があります。 

（２） 日頃の環境保全に関する取組について 

１）日常的な取り組み  

● リサイクルや家庭排水への配慮など、手軽に実践できる取組については、9割を超える市民が実践し

ています。一方で、太陽光発電設備等の導入や、環境講座等への参加については、参加している

市民は限定的です。 

● 取り組まない理由は、総じて「特に理由はない」「きっかけがない」という意見が目立ちます。 

２）地域の環境保全活動への参加について  

● 資源回収活動や地域清掃活動に参加している市民は 3～4割です。 

● 参加していない理由として最も多いのは時間が確保できないことがあります。加えて活動情報を知ら

ない、年齢や体調により参加できないといった理由もあがっています。 

３）環境配慮設備の導入状況について  

● 高効率照明については 7割以上の市民が導入済みです。市が行っている住宅用省エネルギー設備

等設置補助制度を活用するなど、更なる取組の拡大が期待されます。 



 

９２ 

 

（４）将来の八千代市の環境について  

１）八千代市の環境課題について 

● 市の環境課題として、「自転車専用道路の建設、安全な歩行空間の確保」について求める回答が多

く約５割の市民があげています。次いで「印旛沼や新川などの水質改善」、「ごみの不法投棄の撲

滅」が続いており、歩きやすいまちづくりや河川環境整備が求められています。 

２）八千代市の将来の環境像について 

● 今後、環境づくりにおいて八千代市が目指すべき環境像として、「静かで落ち着きがあり、街並みが

美しいまち」、「大気汚染や騒音、振動などの公害のない、健康で快適に暮らせるまち」を、それぞれ

約４割の市民があげています。快適で心地よい暮らしを求める市民が多いことがうかがえます。 

３）八千代市が今後重視すべき取組、提供してほしい情報について 

● 行政が重視すべき取組として、「廃棄物や下水の適正処理、または有効利用するための施設を整

備・充実させる」をあげる市民が最も多く、市の課題として「水質改善」や「不法投棄の撲滅」をあげる

意見が多かったことと一致しています。 

● 市の中央から南部の市街地では、「環境監視体制の強化」、「規制法令の整備・強化」と「市民・事業

者・行政の協力体制」をあげる市民が多い結果となっています。一方、自然豊かな北部地域では、

「気候変動への適応」「新エネ・省エネの推進」をあげる市民が多い結果となっています。 

● 「省エネに関する取組や工夫」「補助制度の情報」など、環境保全の取組や暮らしに役立つ情報を必

要としています。 
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【回答者の属性】 

問１ 性別 

男性からの回答が４割、女性からの回答が６割を占

めており、女性からやや多く回答いただきました。 

問２ 年代 

全ての年代からまんべんなく回答をいただきました。 

 

n=494 

 

n=494 

問３ 住んでいる地域 

市内の各地区から回答をいただきました。なお地区別傾向分析においては、総合計画のゾーニングを踏まえ、

「自然環境保全ゾーン」「新市街地ゾーン」「既成市街地ゾーン」に分けて分析を行っています。 

■自然環境保全ゾーン 睦地域、阿蘇地域、米本団地 

■新市街地ゾーン 
大和田新田Ａ地域（国道 296号の北側の大和田新田地区）、ゆりのき台地域、

村上地域、村上団地 

■既存市街地ゾーン 
勝田台地域、大和田地域、高津・緑が丘地域、八千代台西北地域、八千代台東

南地域、大和田新田Ｂ地域（国道 296号の南側の大和田新田地区）、高津団地 
 

 

n=494 

 

n=494 

男性
39%

女性
60%

無回答
1%

２９歳以下
12% ３０歳代

11%

４０歳代
18%

５０歳代
16%

６０歳代
15%

７０歳代
19%

８０歳以上
9%

3

3

8

11

13

16

16

26

28

35

45

49

49

61

65

66

0 20 40 60 80

無回答

阿蘇地区

村上団地地区

高津団地地区

米本団地地区

睦地区

萱田地区

大和田地区

ゆりのき台地区

大和田新田（B）地区

八千代台東南地区

八千代台西北地区

大和田新田（A）地区

村上地区

高津・緑が丘地区

勝田台地区

（人）

自然環境

保全ゾーン
6%

新市街地

ゾーン
30%

既存市街

地ゾーン
63%

無回答
1%



 

９４ 

 

 

問４ 居住年数 

30 年以上住んでいる方が約 4 割を占めていましたが、

10年未満の方も約 2割いらっしゃいました。 

問５ 移動手段 

自動車を利用されている方が約 4 割、次いで鉄道が

約 2割となっています。 

 

n=494 

 

n=494 

問６ 環境情報入手方法（あてはまるもの全て選択） 

テレビ・ラジオ（ケーブルテレビを含む）とインターネットから情報を得ている人が多いようです。 

 n=494 

 

  

５年未満
12%

５－９年
9%

１０－１９年
18%

２０－２９年
20%

３０年以上
41%

鉄道
20%

バス
4%

自動車
44%

バイク
1%

自転車
12%

徒歩
16%

その他(複

数手段等)
2%

0%

1%

2%

3%

6%

16%

24%

24%

39%

40%

43%

60%

70%

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

その他

展示会などイベント

セミナー・講演会

ＰＴＡやボランティア活動などの地域活動

書籍・雑誌

自治会回覧

SNS（ソーシャルネットワークサービス）

家族や友人、知人からの口コミ

広報やちよ

新聞

インターネット

テレビ・ラジオ（ケーブルテレビを含む）
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【八千代市の環境や市の取組について】 

問７ あなたは、身の回りの環境についてどのように感じていますか。 

＜全体傾向＞ 

 「里山や林など自然が多く、緑豊かである」、「公園など街中の緑が豊かで季節の香りが感じられる」は、4 割

以上の回答者が「そう思う」「ややそう思う」と回答しており、豊かな緑について評価が高い結果となりました。 

 一方で「歴史・文化を感じる」「地域の人々のつながりが密接である」「河川の水がきれいで、水に恵まれて

いる」「歩きたばこやポイ捨てがなく、まちがきれいである」「徒歩や自転車で移動しやすい」「景観に配慮し

た市街地が形成されている」については、「あまりそう思わない」「そう思わない」と回答する人が多く、評価が

低い傾向が見られました。 

 「最近、気象の変化が顕著である」については 7割近くの回答者が変化を感じているようです。 

 

※四捨五入等の関係で，アンケートの回答数の合計が 100%にならない場合があります。 

 

 

 

 

 

19%

12%

10%

11%

11%

8%

7%

7%

6%

6%

4%

3%

1%

2%

36%

30%

31%

24%

22%

18%

22%

25%

19%

20%

12%

11%

19%

9%

10%

33%

31%

39%

40%

45%

35%

31%

37%

46%

35%

36%

45%

41%

34%

39%

23%

13%

12%

16%

14%

19%

21%

19%

16%

25%

27%

23%

21%

34%

31%

3%

5%

4%

6%

5%

14%

14%

10%

6%

12%

15%

11%

8%

15%

13%

2%

1%

1%

4%

2%

3%

5%

5%

3%

2%

2%

2%

3%

2%

3%

3%

2%

3%

2%

2%

4%

3%

3%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

里山や林など自然が多く緑豊か

公園など街中の緑が豊か

多くの生き物がみられる

空気がきれいで悪臭もない

騒音・振動がなく静か

徒歩や自転車で移動しやすい

不法投棄やごみの散乱がない

自然災害に対する安全性が高い

歩きタバコやポイ捨てなどがない

河川の水がきれい、水に恵まれている

景観に配慮した市街地形成

農・畜産業が盛んで地場産品が豊富

歴史・文化を感じる

地域の人々のつながりが密接

気象の変化が顕著

身の回りの環境について感じること（全体）

そう思う ややそう思う 普通 あまりそう思わない そう思わない 分からない 無回答
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＜地区別傾向＞ 

 自然環境保全ゾーンでは、「里山や林など自然が多く、緑豊かである」と感じている割合が大きく、また「最

近、気象の変化が顕著である」についても、他の地域の方に比べて感じている割合が大きいようです。その

一方で「不法投棄やごみの散乱がない」「歩きたばこやポイ捨てなどがない」について問題を感じる人の割

合が、他地域よりも大きいようです。 

 新市街地ゾーンでは、「里山や林など自然が多く、緑豊かである」、「公園など街中の緑が豊かで季節の香

りが感じられる」など緑に対する評価が高い傾向がみられます。 

 既存市街地ゾーンでは、他の地域と同じく緑に対する意識は高いものの、“そう思う”と感じる割合は少なく

なっています。その一方で「河川の水がきれいで、水に恵まれている」について“あまりそう思わない”、“そう

思わない”と感じる人の割合が、他地域よりも大きいようです。 

 

44%

25%

25%

22%

20%

16%

13%

13%

9%

9%

6%

3%

3%

50%

9%

19%

38%

16%

22%

13%

19%

16%

19%

16%

31%

19%

16%

19%

34%

19%

25%

25%

41%

41%

33%

22%

28%

28%

28%

34%

38%

31%

22%

16%

44%

13%

9%

13%

9%

30%

22%

31%

28%

28%

13%

22%

28%

31%

16%

3%

3%

3%

3%

22%

13%

13%

16%

9%

13%

13%

19%

6%

3%

3%

6%

3%

6%

3%

3%

3%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

里山や林など自然が多く、緑豊かである

昆虫や魚、鳥など多くの生き物がみられる

公園など街中の緑が豊かで季節の香りが感じられる

空気がきれいで、悪臭もない

騒音・振動がなく静かである

分別回収が進み、不法投棄やごみの散乱がない

歩きタバコやポイ捨てなどがなく、まちがきれいである

河川の水がきれいで、水に恵まれている

徒歩や自転車で移動しやすい

農・畜産業が盛んで、地場産品が豊富である

地域の人々のつながりが密接である

景観に配慮した市街地が形成されている

歴史的建造物、伝統行事などに歴史・文化を感じる

最近、気象の変化が顕著である（大雨・猛暑等）

自然災害に対する安全性が高い

身の回りの環境について感じること（自然環境保全ゾーン）

そう思う ややそう思う 普通 あまりそう思わない そう思わない 分からない 無回答



 

９７ 

 

 

 

 

21%

13%

7%

8%

5%

8%

5%

9%

5%

6%

4%

1%

1%

34%

5%

37%

36%

32%

25%

28%

22%

20%

18%

21%

9%

10%

7%

5%

38%

16%

28%

35%

40%

44%

37%

32%

45%

37%

34%

42%

49%

36%

40%

20%

49%

8%

10%

16%

14%

16%

19%

21%

18%

21%

24%

25%

37%

33%

5%

16%

3%

4%

3%

8%

10%

16%

3%

16%

14%

16%

10%

14%

16%

1%

5%

1%

3%

1%

1%

3%

2%

4%

2%

2%

2%

1%

4%

3%

3%

3%

4%

2%

3%

3%

3%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

里山や林など自然が多く、緑豊かである

公園など街中の緑が豊かで季節の香りが感じられる

昆虫や魚、鳥など多くの生き物がみられる

空気がきれいで、悪臭もない

分別回収が進み、不法投棄やごみの散乱がない

徒歩や自転車で移動しやすい

農・畜産業が盛んで、地場産品が豊富である

騒音・振動がなく静かである

歩きタバコやポイ捨てなどがなく、まちがきれいである

河川の水がきれいで、水に恵まれている

景観に配慮した市街地が形成されている

歴史的建造物、伝統行事などに歴史・文化を感じる

地域の人々のつながりが密接である

最近、気象の変化が顕著である（大雨・猛暑等）

自然災害に対する安全性が高い

身の回りの環境について感じること（新市街地ゾーン）

そう思う ややそう思う 普通 あまりそう思わない そう思わない 分からない 無回答

15%

10%

12%

8%

9%

9%

10%

5%

5%

4%

2%

1%

2%

36%

7%

28%

30%

20%

24%

22%

19%

17%

19%

12%

11%

17%

9%

11%

30%

20%

33%

40%

45%

38%

30%

42%

35%

36%

35%

44%

40%

34%

39%

25%

45%

16%

13%

15%

20%

21%

17%

18%

26%

28%

22%

21%

33%

30%

3%

15%

6%

4%

5%

8%

13%

7%

15%

11%

15%

12%

11%

15%

12%

2%

6%

1%

2%

1%

3%

4%

6%

6%

3%

3%

4%

3%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

2%

2%

4%

3%

3%

3%

2%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

里山や林など自然が多く、緑豊かである

公園など街中の緑が豊かで季節の香りが感じられる

空気がきれいで、悪臭もない

分別回収が進み、不法投棄やごみの散乱がない

徒歩や自転車で移動しやすい

昆虫や魚、鳥など多くの生き物がみられる

騒音・振動がなく静かである

歩きタバコやポイ捨てなどがなく、まちがきれいである

河川の水がきれいで、水に恵まれている

景観に配慮した市街地が形成されている

農・畜産業が盛んで、地場産品が豊富である

歴史的建造物、伝統行事などに歴史・文化を感じる

地域の人々のつながりが密接である

最近、気象の変化が顕著である（大雨・猛暑等）

自然災害に対する安全性が高い

身の回りの環境について感じること（既存市街地ゾーン）

そう思う ややそう思う 普通 あまりそう思わない そう思わない 分からない 無回答
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問８ 現在、市が進めている環境に関する取り組みです。知っているものをお選びください。  

（あてはまるもの全て選択） 

 

 関連する条例を含めて「ポイ捨て・不法投棄の削減」の取組は約 4 割、「ゴミの減量化・リサイクル・適正処

理」の取組について約 3 割の市民が知っていると回答しました。またごみ減量化機器購入費補助について

も 2割の市民が知っていると回答しており、廃棄物関連の取組は、ある程度認識されているようです。 

 一方で、無回答の市民が約 4 割を占め、廃棄物以外の取組については、認知度が 1 割程度となっていま

す。「八千代市の環境」公表など、市が環境に関する報告を行っていることを知っている市民は非常に少な

く、市民に対して分かりやすく環境情報を伝える必要があります。 

 

 

  

39%

1%

2%

2%

6%

7%

8%

11%

12%

13%

13%

20%

33%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

「環境家計簿」の実施

「八千代市の環境」「八千代市EA21環境活動レポー…

「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」「地域新…

環境学習行事の実施

「八千代市生活排水対策推進計画」策定、合併処理…

「あき地に係る雑草等の除去に関する条例」策定

「八千代市環境基本条例」「八千代市環境保全計画」…

「谷津・里山保全計画」策定

住宅用省エネルギー設備等設置費補助（太陽光発電…

「八千代市ふるさとの緑を守る条例」「八千代市緑の…

ごみ減量化機器（生ごみ堆肥化機器）購入費補助実施

「八千代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条…

「八千代市ポイ捨ての防止等に関する条例」「八千代…
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【日頃の環境保全に関する取組について】 

問９ 環境に関して、あなたが普段取り組んでいることを教えて下さい。 

 市民が日ごろから行っている環境保全の取組として、「缶･紙・ペットボトルなどのリサイクルに努めている」の

実践が最も多く、次いで「家庭排水に気をつけている」についても約 8 割の市民が“いつも行っている”と回

答しています。また「食べ残しをせず食品ロスを減らしている」、「ゴミの減量化に努めている」、「節電・節水

に努めている」の取組についても、“たまに行っている”をあわせて 9割を超える市民が実践しています。 

 一方で、「太陽熱温水器・太陽光発電など自然エネルギー設備を利用」や「環境講座・学習会に参加」につ

いては、現在は取り組んでいない市民が 8割以上を占めています。 

 

問 10 あなたが、その行動を行っていない理由について、お選びください。（○は２つまで） 

 日常的な環境保全に取り組んでいない理由について、約３割が「取り組むきっかけがないから」、「特に理由

はない」と回答しています。 

 

83%

79%

67%

60%

59%

59%

49%

42%

34%

29%

10%

9%

8%

2%

12%

16%

28%

29%

25%

33%

26%

30%

36%

33%

54%

6%

36%

6%

3%

4%

4%

8%

12%

6%

23%

19%

27%

32%

33%

82%

52%

87%

2%

2%

1%

3%

4%

2%

2%

9%

3%

6%

3%

4%

3%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

缶・紙・ペットボトルなどのリサイクル

家庭排水に気をつけている

食品ロスを減らしている

ゴミの減量化に努めている

近隣騒音の抑制に努めている

節電・節水などに努めている

周辺の景観や緑を大切にしている

環境にやさしい運転を心がけている

省エネルギー設備や器具を利用している

マイカー利用の低減に努めている

環境に優しい商品を購入している

太陽熱温水器・太陽光発電などを利用している

環境問題のニュースを積極的に収集している

環境講座・学習会に参加している

いつも行っている たまに行っている 行っていない 無回答

23%

2%

10%

18%

25%

27%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

無記入

自分だけ取り組んでも仕方がないから

取り組む必要性を感じないから

どのように取り組めばよいかわからないから

お金がかかるから

特に理由はない

取り組むきっかけがないから

n=472

n=494 
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問 11 環境に係る地域活動への参加状況を教えて下さい。 

 「空き缶･空き瓶、古紙などの資源回収活動」、「公園や街路などの地域清掃活動」に参加したことがあると回

答した市民が約３割であり、今後参加したい人を加えると 4割を超えます。 

 一方で、その他の取組については、今後参加したい人を加えても 2 割以下にとどまっており、環境に係る地

域活動への市民参加を促進する必要があります。 

 

問 12 問 11 で「参加したことはないが今後は参加したい」に〇がついた方にお尋ねします。ど

のような形で参加したい（もしくはできる）と思いますか。 

 環境保全活動に対してどのような形で参加したいかについて、約５割が「市民主体の地域活動に参加する」

と回答しています。 

 

 

 

36%

33%

7%

6%

4%

6%

6%

3%

6%

9%

8%

10%

8%

10%

12%

6%

54%

53%

79%

78%

83%

79%

77%

84%

4%

4%

5%

5%

5%

5%

6%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

空き缶・空き瓶、古紙などの資源回収活動

公園や街路などの地域清掃活動

谷津や川などの清掃活動

花いっぱい運動や植樹などの地域の緑化活動

下草刈りや間伐などの里山保全活動

体験農業などの農業振興活動

身近な自然の保護活動や観察

市民環境団体等が開催する環境問題関連講座・セミナー

参加したことがある 参加したことはないが今後は参加したい 参加したことはない 無回答

市民主体の活動

に参加する, 49%

特になし, 21%市役所や事業者

と協働で保全の取

組を実施する, 
16%

経済的負担（市民

活動への寄付や

環境税など）によ

り、保全施策を支

援する, 11%

無回答, 3% その他, 2%
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問 13 問 11 で「参加したことはない」に〇がついた方にお尋ねします。参加されない理由はな

んですか。 

 環境保全活動に対して参加しない理由について、約５割が「仕事や家庭の都合で時間がとれないと思うか

ら」と回答しており、時間の捻出が障害となっていることがうかがえます。この理由を選択された方では 40 代

が最も多く、参加・協力しやすい日にちや時間帯を考慮するほか、数時間で身軽に実施できる活動にする

など、多くの市民に参加してもらえる土壌をつくることが求められます。 

 またその他の理由として「いつどこで行われているか分からない」という意見も多く、地域活動の情報を居住

者の方に分かりやすく届ける工夫が必要です。 

 

 

 

 

 

 

  

仕事や家庭の都

合で時間がとれな

いと思うから, 48%

一人では参加しづ

らいから, 14%

参加・協力するほ

ど、環境保全への

関心や環境の知

識がないから, 
12%

面倒だから, 7%

その他, 12%

無回答, 6%

［「その他」に関する代表的な意見］ 

・いつどこで行われているかわからないため 

・高齢のため、健康状態が望ましくないため 

・各自で日常的にすればよいと思うため 

・時間がとれないため（子どもが小さい、学業等） 
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【日頃の環境保全に関する取組について】 

問 14 環境に配慮した設備等の導入状況について教えてください。 

 「電球型蛍光灯、LED電球」を導入している市民は 7割を超えています。次いで「窓の断熱化、住宅の高断

熱化・高気密化」は約 3割、「高効率給湯設備」は約 2割の市民が導入しています。 

 市では「窓の断熱改修」のほか、「太陽光発電設備」、「定置用リチウムイオン蓄電システム」、「家庭用燃料

電池システム（エネファーム）」、「太陽熱利用システム」を対象とした住宅用省エネルギー設備等設置費補

助を行っており、制度の周知とあわせて、省エネ設備の導入を促進する必要があります。 

 

問 15 問 14 で「条件が合えば導入したい」に〇がついた方にお尋ねします。あなたが、上記の

設備を導入するためには、どのような条件が必要ですか。（○は２つまで） 

 省エネ設備の導入条件として、回答者の約７割が「価格が安価になる」をあげており、設備価格が大きな障

壁となっていることがうかがえます。 

 

71%

26%

18%

8%

6%

3%

2%

2%

2%

1%

13%

14%

14%

14%

15%

12%

14%

14%

16%

9%

8%

38%

52%

65%

67%

64%

66%

70%

59%

65%

5%

16%

12%

9%

7%

16%

13%

9%

17%

20%

3%

5%

4%

4%

5%

5%

5%

5%

5%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

電球型蛍光灯、LED電球

窓の断熱化、住宅の高断熱化・高気密化

高効率給湯設備

太陽光発電システム、小型風力発電システム

電気自動車（PHV自動車、燃料電池自動車含む）

定置用リチウムイオン蓄電池

家庭用燃料電池システム（エネファーム）

太陽熱温水器、太陽熱利用システム

再生エネルギーを重視した電力の購入

家庭用ガスエンジンコージェネレーションシステム

導入している 条件が合えば導入したい 導入していない わからない 無回答

2%

11%

11%

18%

27%

35%

74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

無回答

信頼できる専門業者がいる

性能が向上する

メリットや使い方などの情報が提供される

ニーズに合う種類の製品が開発される

導入時の補助が拡充される

価格が安価になる

n=195
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問 16 問 14 で「３ 太陽光発電システム 小型風力発電システム」について「導入している」ま

たは「条件が合えば導入したい」に〇がついた方にお尋ねします。どのような理由で導入した、

導入したいと考えていますか。 

 「太陽光発電システム 小型風力発電システム」の導入理由として、回答者の約６割が「自宅の電気や電気

自動車に使用し、電気代を節約するため」をあげており、直接的なメリットが得られることが設備導入意欲に

つながっていることがうかがえます。 

 

問 17 問 14 で「３ 太陽光発電システム 小型風力発電システム」について「導入している」に

〇がついた方にお尋ねします。FIT（固定価格買取制度）による買取期間が終了した後、発電し

た電力は、どのようにする予定ですか。 

 発電した電力の使い方としては、「売電せず、EVや蓄電池等を利用して自家消費」が最も多く、売電先を見

直す場合は価格重視であることが分かります。 

 

 

  

自宅の電気や電気

自動車に使用し、電

気代を節約するた

め, 60%
地球温暖化対策

への貢献のた

め, 26%

売却して収益を得る

ため, 9%

無回答, 3%
その他, 3%

売電せず、EVや蓄電

池等を利用して自家

消費, 27%

契約先を変えず、売

電を継続, 24%

高値で買い取ってく

れる会社に売電（価

格重視）, 20%

その他, 12%

大企業・有名企業等

に売電（安定性・継

続性重視）, 2%

地域貢献につながる買取

プランを発表している会社

に売電（地域貢献重視）, 
2%

無回答, 12%
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【将来の八千代市の環境について】 

問 18 ２０万人都市となった八千代市の改善すべき、または重点的に取り組むべき環境の課題は、

何だと考えますか。（○は３つまで） 

＜全体傾向＞ 

 市の環境課題として、「自転車専用道路の建設、安全な歩行空間の確保」について求める回答が多く約５割の

市民があげています。次いで「印旛沼や新川などの水質改善」、「ごみの不法投棄の撲滅」が続いており、歩き

やすいまちづくりや河川環境整備が求められています。 

 

＜地区別傾向＞ 

 新市街地ゾーン及び既存市街地ゾーンにおいて、「自転車専用道路の建設、安全な歩行空間の確保」を求め

る市民が多いことが分かります。 

 自然環境保全ゾーンの方から「ごみの不法投棄の撲滅」をあげる市民の方が多いようです。 

4%

5%

2%

3%

4%

4%

4%

4%

5%

7%

7%

7%

8%

8%

12%

13%

13%

14%

17%

17%

21%

26%

26%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

その他

特に課題はない

SDGsなど環境に関する新しい取組、国際貢献

ダイオキシン、環境ホルモンなど化学物質対策

エネルギーの有効利用・省エネルギーの推進

放射性物質の監視

歴史や文化の保全・継承

二酸化炭素などの温室効果ガスの削減

土壌汚染、地下水汚染の改善

身近な自然に棲息する生き物の保護・育成

大気汚染の解消

観光・地場産業の振興

地域特性に応じた良好な都市景観の形成

市民の環境モラルの向上、地域の環境活動への参加

森林・里山・農地の保全・管理

騒音・振動の解消（近隣騒音を含む）

市街地などの緑化推進

気候変動への適応（自然災害への対応等）

ごみの減量・分別、リサイクルの推進

無秩序な開発の防止

ごみの不法投棄の撲滅

印旛沼や新川などの水質改善

自転車専用道路の建設、安全な歩行空間の確保

八千代市が改善すべき・取り組むべき環境課題（全体）
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6%

0%

6%

0%

3%

6%

9%

9%

13%

6%

6%

6%

9%

0%

16%

13%

13%

16%

16%

9%

25%

31%

53%

34%

5%

5%

2%

5%

5%

5%

5%

5%

4%

6%

9%

8%

7%

10%

8%

16%

13%

13%

18%

21%

16%

27%

25%

53%

4%

6%

2%

3%

5%

4%

3%

4%

4%

9%

6%

9%

8%

17%

5%

10%

13%

12%

16%

22%

17%

26%

24%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

その他

特に課題はない

SDGsなど環境に関する新しい取組、国際貢献

二酸化炭素などの温室効果ガスの削減

放射性物質の監視

ダイオキシン、環境ホルモンなど化学物質対策

歴史や文化の保全・継承

エネルギーの有効利用・省エネルギーの推進

観光・地場産業の振興

身近な自然に棲息する生き物の保護・育成

地域特性に応じた良好な都市景観の形成

大気汚染の解消

市街地などの緑化推進

土壌汚染、地下水汚染の改善

市民の環境モラルの向上、地域の環境活動への参加

騒音・振動の解消（近隣騒音を含む）

森林・里山・農地の保全・管理

気候変動への適応（自然災害への対応等）

無秩序な開発の防止

ごみの減量・分別、リサイクルの推進

印旛沼や新川などの水質改善

ごみの不法投棄の撲滅

自転車専用道路の建設、安全な歩行空間の確保

八千代市が改善すべき・取り組むべき環境課題（地区別）

既存市街地ゾーン

新市街地ゾーン

自然環境保全ゾーン
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問 19 環境面から八千代市が目指す「これからの姿」は、どのような姿だと思いますか。（○は２つ） 

 今後、環境づくりにおいて八千代市が目指すべき環境像として、「静かで落ち着きがあり、街並みが美しいま

ち」、「大気汚染や騒音、振動などの公害のない、健康で快適に暮らせるまち」を、それぞれ約４割の市民があ

げています。快適で心地よい暮らしを求める市民が多いことがうかがえます。 

 

問 20 市民・事業者・市が連携し、これからの「八千代市の環境」をより良いものにするために、

市が重視すべきこと、制度化すべきことは何だと考えますか。（○は３つまで） 

＜全体傾向＞ 

 行政が重視すべき取組として、「廃棄物や下水の適正処理、または有効利用するための施設を整備・充実さ

せる」をあげる市民が最も多く、市の課題として「水質改善」や「不法投棄の撲滅」をあげる意見が多かったこと

と一致しています。 

 次いで「学校での環境教育を充実させる」や「気候変動に対応するための施策をすすめる」が続いています。 

 

4%

2%

3%

6%

15%

16%

23%

23%

28%

35%

37%

0% 10% 20% 30% 40%

無回答

その他

歴史や伝統文化を大切にするまち

市民や民間団体の環境保全活動が盛んな、環境意識の高いまち

先進的な技術を導入し、地球環境問題に積極的に取り組むまち

環境にやさしいくらしが定着したエコなまち

ごみが少ないクリーンなまち

谷津・里山、河川などの自然・みどりが豊かなまち

幅広い世代が活躍し、八千代らしさを後世にも引き継ぐことのでき…

大気汚染や騒音、振動などの公害のない、健康で快適に暮らせる…

静かで落ち着きがあり、街並みが美しいまち

5%

2%

4%

4%

8%

12%

13%

15%

18%

19%

19%

21%

22%

26%

26%

34%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

無回答

その他

多彩な環境イベント・講習会などの開催

様々な主体の環境保全活動の紹介・意見交換の場

SDGsほか新たな環境問題に対応できる組織づくり

市民や市民団体等の環境保全活動の支援

事業所への指導徹底・環境に配慮した企業活動推進

多様な媒体を使い、環境情報を積極的に市民へ提供

規制法令の整備・強化

市民・市民団体・事業者・行政の協力体制づくり

自然環境保全対策の充実

新エネ・省エネの推進・設備補助制度の充実

環境監視体制の強化

気候変動に対応するための施策の推進

学校での環境教育の充実

廃棄物や下水の適正処理、有効利用施設整備
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＜地域別傾向＞ 

 全ての地域において「廃棄物や下水の適正処理、または有効利用するための施設を整備・充実させる」をあげ

る市民が最も多い結果となっています。 

 自然環境保全ゾーンでは、「気候変動への適応」「新エネ・省エネの推進」をあげる市民が多い結果となってい

ます。 

 新市街地ゾーンでは、「既成法令の整備・強化」と「市民・事業者・行政の協力体制」をあげる市民が多い結果

となっています。 

 既存市街地ゾーンでは、「環境監視体制の強化」をあげる市民が多い結果となっています。 

 

 

 

 

13%

3%

0%

6%

16%

13%

9%

9%

13%

13%

19%

25%

22%

28%

22%

38%

5%

1%

4%

3%

10%

12%

15%

16%

23%

24%

18%

18%

22%

25%

25%

37%

4%

2%

4%

4%

7%

11%

13%

15%

16%

20%

20%

18%

27%

20%

27%

32%

0% 10% 20% 30% 40%

無回答

その他

多彩な環境イベント・講習会などの開催

様々な主体の環境保全活動の紹介・意見交換の場

SDGsほか新たな環境問題に対応できる組織づくり

市民や市民団体等の環境保全活動の支援

事業所への指導徹底・環境に配慮した企業活動推進

多様な媒体を使い、環境情報を積極的に市民へ提供

規制法令の整備・強化

市民・市民団体・事業者・行政の協力体制づくり

自然環境保全対策の充実

新エネ・省エネの推進・設備補助制度の充実

環境監視体制の強化

気候変動に対応するための施策の推進

学校での環境教育の充実

廃棄物や下水の適正処理、有効利用施設整備

八千代市が重視すべき・制度化すべきこと（地区別）

既存市街地ゾーン

新市街地ゾーン

自然環境保全ゾーン
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問 21 市のホームページや広報紙などで、あなたが提供・発信してほしいと思う情報はどのような

ものですか。（○は２つまで） 

 情報提供してほしい内容として、「省エネに関する取組や工夫など、暮らしに役立つ情報」が最も多く、ついで

「市で行っている補助制度の情報」、「大気や水質、騒音の状況など、生活環境に関する情報」が続いていま

す。暮らしに役立つ情報や生活環境に直結する情報を必要としていることがうかがえます。 

 

6%

2%

6%

4%

4%

5%

8%

16%

18%

23%

28%

28%

31%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

無回答

その他

特になし

環境に関する講演会やイベント等の情報

SDGsなど環境に関する新しい取組の情報

環境保全活動団体やＮＰＯ等に関する情報

地球環境問題に関する情報

気候変動に「適応策」に関する情報

市内の自然環境などに関する情報

ごみ焼却量や再資源化、リサイクルに関する情報

大気や水質、騒音の状況など生活環境情報

市で行っている補助制度に関する情報

省エネ・再エネに関する取組など暮らしに役立つ情報
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■事業者アンケート調査結果 

【概要】 

（１） 事業所における環境管理体制について  

１）環境管理体制及び環境マネジメントシステムの導入状況について 

● 「環境管理の担当部署がある」及び「部署はないが環境担当の責任者がいる」事業所は

それぞれ約 2割で、過半数の事業所は環境関連部署・担当者は配置されていません。 

● その一方で環境マネジメントシステム（EMS）については、現行計画策定時と比較して、

システム構築している事業所の割合が増えているようです。「ISO14001」に限らず独自

の EMS に取り組む事業所では既存の部署・職員が環境管理の役割を担うなど、各事業

所の規模や業態にあわせた運用がなされている可能性があります。 

● 「ISO14001 に基づく EMS」については 13事業所、「独自の EMS」を構築運用している事

業所は 5事業所あり、そのうち 8割は効果を感じ継続意欲を持っています。 

● SDGｓについては約半数の事業所が認知しており、経営方針や CSR活動に取り入れるこ

とが検討されています。 

（２） 事業所における環境保全の取組について  

１）日頃の環境保全に関する取組について  

● 多くの事業所において、「廃棄物の分別・回収」「省エネ・省資源化」の取組がよく取り

組まれています。 

● 近年、気象の変化による事業活動への影響を感じている事業者は約 4 割であり、製造

業を中心に温室効果ガス削減に取り組まれています。市の温室効果ガス排出量は増加

傾向にあることから、より一層の取組が求められます。 

● 環境保全に取り組まない理由は、“特に理由はない”“取り組む必要性を感じない”“取

り組むきっかけがない”という意見が比較的に多くあげられています。 

● 環境に配慮した設備の導入については、高効率照明は広く普及していますが、その他の

設備導入には、価格が障壁になっていることがうかがえます。 

２）地域との関わりについて  

● 「事業所周辺の清掃活動の実施」や「事業所内外の緑化」についてよく取り組まれています。 

● 環境保全協定の締結については、半分以上の事業者が「協定の内容をみて検討したい」と回

答しています。緑化協定など様々な事業者との連携の形があり、事業者の活動内容や規模に

応じた連携のあり方を検討していく必要があります。 

（３） 環境保全に対する考え方について  

● 事業活動における環境保全の取組については、「新しいビジネスチャンスにつながる」「企業

の社会的責任から不可欠である」と考えている事業所が７割以上を占めています。 
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● 取組により期待される、または得られた効果としては「従業員の環境意識の向上」や「企業イメ

ージ・信用性の向上」があげられています。その一方で、取組にかかるコストや、従業員の環

境意識や、事業所内の意思統一に課題を感じている事業所が半数を超えています。 

（４） より良い環境をつくるために  

● 市が重視すべき取組として「廃棄物・下水の適正処理、有効利用施設の整備・充実」や「新エ

ネ・省エネ推進・設備補助制度の充実」についてあがっています。 

● その一方、事業所が取り組むべき事項として、廃棄物の減量化・適正処理に加え、公害防止

対策の徹底、省エネのための新しい技術導入、温室効果ガス削減等があがっています。 

● こうした事業所による取り組みを進めるためには、事業所の環境保全活動を技術的・金銭的

に支援する施策が求められています。 
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【回答事業者の属性】 

問１ 所在地 

大和田新田（A）地区（国道 296 号北側）、睦地区に

位置する事業所からの回答が多い傾向でした。 

 

問２ 業種 

製造業が約 5 割で最も多く、医療・福祉が続きまし

た。本調査では、現行計画策定時との比較のため、製

造業、サービス業、卸小売業の 3 グループに区分け

し、アンケート結果の分析を行いました。 

■製造業（製造業+建設業）：29社 

■卸小売業（卸売・小売業+飲食店・宿泊業）：6社 

■サービス業（情報通信業+運輸業+医療・福祉+その

他サービス業）：25社 

 

問３ 従業員数 

全てのグループから偏りなくご回答いただきました。

本調査では、従業員数に応じて 3 グループに区分け

し、アンケート結果の分析を行いました。 

■50人未満：29社 

■50-100人未満：13社 

■100人以上：18社 

 

問４ 年間製品出荷額または年間売上高 

年間売上高が 3 億円未満及び 10 億円以上の事業

所より、多く回答頂きました。 

 

 

大和田地

区
1%

ゆりのき台

地区
2%

大和田新

田（Ａ）地区
22%

大和田新

田（Ｂ）地区
3%

高津・緑が

丘地区
15%

八千代台

東南地区
2%

八千代台

西北地区
2%

勝田台地

区
7%

村上地区
11%

阿蘇地区
3%

睦地区
27%

高津団地
2%

村上団地
3%

建設業, 3%

製造業, 45%

情報通信業, 3%
運輸業, 8%

卸売・小売業, 
7%

飲食店・宿

泊業, 3%

医療・福祉, 12%

その他サー

ビス業, 
18%

１０人以下
20%

１１～２９人
16%

３０～４９人
12%

５０～９９人
22%

１００～１９

９人
10%

２００人以

上
20%

３億円未満
36%

３－５億円
7%

５－９億円
7%

１０億円以

上
48%

無回答
2%
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【事業所における環境管理体制について】 

問５ 貴事業所では、環境管理の部署、または担当者を決めていますか。 

＜全体傾向＞ 

 「環境管理の担当部署がある」及び「環境関連の部署はないが、環境担当の責任者がいる」事業所はそれぞ

れ約 2割で、過半数の事業所は環境関連部署・担当者は配置されていませんでした。 

 

＜業種別傾向＞ 

 特にサービス業において、環境関連部署・担当者の配置の割合が低い傾向が見られます。 

  

 

 

部署あり, 
22%

部署なし・

担当者あ

り, 27%今後配置を

予定, 5%

部署・担当

者の配置な

し, 47%

全事業所

部署あり, 
17% 部署なし・

担当者あ

り, 17%

今後配置を

予定, 17%

部署・担当

者の配置な

し, 50%

卸・小売業

部署あり, 
8% 部署なし・

担当者あ

り, 32%

今後配置を

予定, 4%

部署・担当

者の配置な

し, 56%

サービス業

部署あり, 
31%

部署なし・

担当者あ

り, 21%

今後配置を

予定, 3%

部署・担当

者の配置な

し, 45%

建設業・製造業
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問６ 貴事業所では、環境マネジメントシステムを導入されていますか。 

＜全体傾向＞ 

 「ISO14001」を取得している事業所は 13 事業所、「エコアクション 21」については０事業所、「独自の環境マネ

ジメントシステム」を運用している事業所は５事業所でした。 

 「導入予定なし、または中止」とする事業所が最も多く、約５割を占めています。 

 

＜業種別傾向＞ 

 現行計画策定時と比較して、各業種の傾向に大きな違いはみられず、サービス業における導入率は低い状況

です。一方、建設業・製造業及び卸・小売業においては、環境マネジメントシステムを導入している事業所の

割合が増加しています。 

  

  

 

 

 

 

 

＜規模別傾向＞ 

ISO14001に

基づくEMS

構築, 22%

独自の

EMS構

築, 8%

今後導入し

たい, 17%

導入予定な

し、または

中止, 53%

全事業所

ISO14001に

基づくEMS

構築, 17%

独自の

EMS構

築, 17%

今後導入し

たい, 17%

導入予定な

し、または

中止, 50%

卸・小売業
ISO14001に

基づくEMS

構築, 8%

独自のEMS

構築, 4%

今後導入し

たい, 12%

導入予定

なし、また

は中止, 
76%

サービス業

ISO14001

に基づく

EMS構築, 
34%

独自の

EMS構築, 
10%

今後導入

したい, 
21%

導入予定

なし、また

は中止, 
34%

建設業・製造業
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 「ISO14001」は 50 人以上の事業所で認証取得されており、100 人以上の事業所においては半数以上が EMS

を構築しています。規模が小さくなるほど取得している事業所は少なくなり、システム構築のための負担が大き

いことがうかがえます。 

 

問 6 で選択肢１－３「環境マネジメントシステム

を構築している」と回答された方にお尋ねします。

今後の継続予定等について教えてください。 

 「ISO14001」及び「独自の環境マネジメントシステ

ム」を運用している 18 事業所のうち約 8 割は、「効

果があり、今後も継続する」と回答しています。 

 

 

問 6 で「５．導入予定なし、または中止」と回答

された方にお尋ねします。環境マネジメントシス

テムを導入していない、または中止された理由に

ついて教えてください。 

 環境マネジメントシステムを導入していない 42 事業

所のうち、約 6 割は「内容が分からない」と答えてい

ます。 

 環境マネジメントシステムの構築・運用の推進に向

けて、実施する意義や構築方法を共有する勉強会

等を開催するほか、構築に係る補助制度等の支援

策が考えられます。 

 

 

 

 

 

38%

44%

7%

8%

11%

21%

23%

6%

72%

31%

39%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50人未満

50-100人未満

100人以上

ISO14001に基づくEMS構築 独自のEMS構築

今後導入したい 導入予定なし、または中止

今後も継続

する
83%

有効性が今のところ分から

ない
11%

中止したい
6%

内容が分

からない, 
57%

検討し、必

要性がない

と判断, 
10%

効果がなく

手間と経費

がかかり中

止, 7%

無回答, 
26%
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問７ 貴事業所で実施している上記以外の環境管理のための取組についてお答えください。（あては

まるもの全てに〇） 

 

 「事業活動に伴うエネルギー使用量や管理状況を記録している」事業所は約 4 割（23 事業所）で、次いで「従

業員に対して環境教育を実施している」事業所が、約 3 割（19事業所）でした。 

 

問８ 貴事業所は SDGｓについて知っていますか。 

問９ 貴事業所の経営方針や CSR に SDGｓを取り入れていますか。 

 SDGｓについて「よく知っている」事業所は約２割で、「言葉も内容もなんとなく知っている」事業所をあわせて約

半分の事業所が、SDGｓを認知していました。 

 「経営方針や CSRに SDGｓを既に取り入れている」事業所は約 2割であり、「今後取り入れる予定がある」、「機

会があれば取り入れたい」を含めて SDGｓを認知している事業所は、なんらか SDGｓを取り入れようと考えている

ことが分かりました。 

  

 

  

52%

12%

15%

25%

32%

38%

0% 20% 40% 60%

無回答

環境報告書等を作成・公表

各業界の自主行動計画に基づく取組

温室効果ガスや廃棄物の削減等の目標設定

従業員に対し環境教育を実施

事業活動に伴うエネルギー使用量等の記録

良く知って

いる
20%

言葉も内容

もなんとなく

知っている
30%

言葉は知っているが内

容は分からない
8%

全く分からな

い
25%

無回答
17%

SDGsの認知度

既に取り入れている
18%

取り入れていな

いが、今後取り

入れる予定が

ある
4%

取り入れていないが、機会が

あればと取り入れたい
28%

取り入れてないし、今後も

予定はない
32%

無回答
18%

経営方針やCSRへのSDGsの取り入れ
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【事業所における環境保全の取組について】 

問 10 貴事業所が行っている環境保全の取組状況について教えて下さい。（○は各 1つ） 

A．公害対策 

＜全体傾向＞ 

 「有害物質の使用削減、管理の徹底」「騒音・振動対策」は約 4 割の事業所において、次いで「排水処理装置

の設置」について 3割強の事業所が取り組まれていました。 

 

＜業種別傾向＞ 

 建設・製造業においては、「有害物質の使用削減、管理の徹底」をはじめ、大気質、騒音振動、排水等の対策

が実施されています。各項目について「実施している」割合が、他業種よりも高く、次いでサービス業、卸・小売

業の順となっています。 

 

41%

36%

33%

29%

29%

21%

16%

10%

9%

14%

7%

7%

12%

7%

12%

14%

48%

48%

60%

60%

59%

72%

72%

76%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有害物質の使用削減、管理の徹底

騒音・振動防止対策

排水処理装置の設置

大気汚染防止装置の設置

悪臭防止対策

アスベスト対策の実施

土壌・地下水浄化システムの整備

廃棄物処理施設（焼却炉）の配置

公害対策（全体）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない 無回答

55%

41%

41%

41%

38%

31%

14%

14%

14%

3%

7%

21%

14%

7%

17%

14%

28%

48%

52%

34%

48%

62%

69%

72%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有害物質の使用削減、管理の徹底

大気汚染防止装置の設置

排水処理装置の設置

騒音・振動防止対策

悪臭防止対策

アスベスト対策の実施

廃棄物処理施設（焼却炉）の配置

土壌・地下水浄化システムの整備

公害対策（製造業・建設業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない 無回答
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B．地球環境対策 

＜全体傾向＞ 

 「フロン使用の抑制・廃止・回収」は約 4 割の事業所において、次いで「温室効果ガス排出量の削減、抑制管

理」について約 3割の事業所が取り組まれていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

33%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

50%

50%

67%

67%

67%

83%

83%

83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有害物質の使用削減、管理の徹底

騒音・振動防止対策

大気汚染防止装置の設置

アスベスト対策の実施

悪臭防止対策

廃棄物処理施設（焼却炉）の配置

排水処理装置の設置

土壌・地下水浄化システムの整備

公害対策（卸売・小売業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない 無回答

32%

32%

28%

24%

24%

20%

12%

12%

4%

4%

8%

4%

8%

8%

4%

8%

64%

60%

64%

68%

68%

72%

84%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

排水処理装置の設置

騒音・振動防止対策

悪臭防止対策

有害物質の使用削減、管理の徹底

大気汚染防止装置の設置

土壌・地下水浄化システムの整備

アスベスト対策の実施

廃棄物処理施設（焼却炉）の配置

公害対策（サービス業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない 無回答

40%

35%

15%

7%

2%

3%

2%

2%

13%

20%

52%

47%

45%

42%

32%

45%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フロン使用の抑制・廃止・回収

温室効果ガス排出量の削減、抑制管理

太陽熱・光、バイオマス等の新エネル

ギー利用

植林活動によるカーボンオフセットの推

進

地球温暖化対策（全体）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない
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＜業種別傾向＞ 

 フロンガス対策は、製造業が最も取り組んでいますが、温室効果ガス削減の取組は、どの業種も取組を進めて

いるようです。 

 植林活動等によるカーボンオフセットの推進については、取り組んでいる事業所はまだ少ないようです。市内

の吸収源対策としても、積極的な取り組みが求められます。 

 

 

 

59%

41%

14% 3%

3%

10%

28%

66%

66%

31%

31%

17%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フロン使用の抑制・廃止・回収

温室効果ガス排出量の削減、抑制管理

太陽熱・光、バイオマス等の新エネル

ギー利用

植林活動によるカーボンオフセットの推

進

地球温暖化対策（製造業・建設業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない

33%

33%

17%

17%

17%

17%

33%

50%

67%

67%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

温室効果ガス排出量の削減、抑制管理

植林活動によるカーボンオフセットの推

進

フロン使用の抑制・廃止・回収

太陽熱・光、バイオマス等の新エネル

ギー利用

地球温暖化対策（卸売・小売業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない

28%

24%

16%

8%

8%

4%

12%

16%

40%

36%

52%

56%

44%

56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

温室効果ガス排出量の削減、抑制管理

フロン使用の抑制・廃止・回収

太陽熱・光、バイオマス等の新エネル

ギー利用

植林活動によるカーボンオフセットの推

進

地球温暖化対策（サービス業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない 無回答
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C．廃棄物対策 

＜全体傾向＞ 

 「廃棄物の分別、回収」はほぼ全ての事業所において取り組まれており、次いで「廃棄物の減量化、有効利

用、再利用の実施」、「使用済み製品や包装・容器等の回収・リサイクル」が続いています。 

 

＜業種別傾向＞ 

 廃棄物関連の取組は、卸・小売業において、もっとも積極的に取り組まれているようです。梱包・包装の簡易

化、使用済製品や包装容器のリサイクルが図られています 

 

98%

68%

57%

48%

25%

22%

20%

7%

5%

7%

3%

8%

10%

17%

15%

15%

18%

35%

32%

2%

8%

22%

28%

52%

33%

37%

2%

2%

2%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

廃棄物の分別、回収

廃棄物の減量化、有効利用、再利用の実施

使用済製品や包装・容器等の回収・リサイクル

梱包、包装の簡易化

食品ロスの低減

グリーン購入への取り組み

プラスチック代替素材の利用

廃棄物対策（全体）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない 無回答

100%

76%

66%

55%

28%

24%

14%

7%

3%

7%

10%

7%

14%

17%

24%

34%

38%

24%

3%

10%

10%

24%

28%

59%

3%

3%

3%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

廃棄物の分別、回収

廃棄物の減量化、有効利用、再利用の実施

使用済製品や包装・容器等の回収・リサイクル

梱包、包装の簡易化

グリーン購入への取り組み

プラスチック代替素材の利用

食品ロスの低減

廃棄物対策（製造業・建設業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない 無回答
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D．省エネルギー・省資源化対策 

＜全体傾向＞ 

 「燃料、電気、用水等の削減、節約」、「冷暖房温度の調整」は約9割の事業所において取り組まれており、「事

務のペーパーレス化、再生紙の利用」がこれに次いでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

100%

83%

83%

67%

33%

33%

17%

17%

17%

33%

67%

17%

17%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

廃棄物の分別、回収

廃棄物の減量化、有効利用、再利用の実施

梱包、包装の簡易化

食品ロスの低減

使用済製品や包装・容器等の回収・リサイクル

プラスチック代替素材の利用

グリーン購入への取り組み

廃棄物対策（卸売・小売業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない

96%

52%

44%

32%

24%

12%

12%

8%

8%

8%

8%

12%

8%

0%

24%

12%

4%

16%

24%

28%

4%

16%

36%

56%

52%

52%

52%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

廃棄物の分別、回収

廃棄物の減量化、有効利用、再利用の実施

使用済製品や包装・容器等の回収・リサイクル

梱包、包装の簡易化

食品ロスの低減

プラスチック代替素材の利用

グリーン購入への取り組み

廃棄物対策（サービス業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない

90%

88%

85%

48%

48%

48%

40%

33%

20%

5%

2%

3%

10%

2%

3%

7%

3%

3%

8%

10%

30%

40%

33%

42%

37%

40%

10%

10%

13%

8%

25%

37%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

冷暖房温度の調整

燃料、電気、用水等の削減、節約

事務のペーパーレス化、再生紙の利用

高効率省エネ機器の導入

低公害車、低燃費車の導入

エコドライブや公共交通の利用促進

事務所内の緑化、壁面緑化、屋上緑化等

共同配送等の物流の合理化

地下水採取の削減

省エネルギー・省資源対策（全体）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない 無回答
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＜業種別傾向＞ 

 卸・小売業において、共同配送の取組は進んでいる一方で、車両単体の対策となる低公害者・低燃費

車の導入はあまり進んでいないようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

83%

76%

48%

48%

45%

41%

31%

17%

3%

3%

7%

10%

3%

3%

3%

7%

10%

14%

31%

41%

48%

41%

45%

41%

79%

3%

3%

3%

10%

10%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

冷暖房温度の調整

燃料、電気、用水等の削減、節約

事務のペーパーレス化、再生紙の利用

高効率省エネ機器の導入

事務所内の緑化、壁面緑化、屋上緑化等

低公害車、低燃費車の導入

エコドライブや公共交通の利用促進

共同配送等の物流の合理化

地下水採取の削減

排水、雨水等の有効利用

省エネルギー・省資源対策（製造業・建設業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない 無回答

100%

100%

83%

50%

50%

33%

17%

50%

33%

17%

33%

67%

50%

83%

17%

17%

33%

50%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

燃料、電気、用水等の削減、節約

冷暖房温度の調整

事務のペーパーレス化、再生紙の利用

高効率省エネ機器の導入

事務所内の緑化、壁面緑化、屋上緑…

共同配送等の物流の合理化

エコドライブや公共交通の利用促進

排水、雨水等の有効利用

地下水採取の削減

低公害車、低燃費車の導入

省エネルギー・省資源対策（卸売・小売業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない 無回答

96%

92%

88%

60%

56%

44%

28%

20%

12%

8%

8%

4%

4%

12%

8%

4%

8%

4%

4%

8%

20%

24%

24%

44%

32%

36%

60%

4%

16%

16%

20%

16%

44%

44%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事務のペーパーレス化、再生紙の利用

燃料、電気、用水等の削減、節約

冷暖房温度の調整

低公害車、低燃費車の導入

エコドライブや公共交通の利用促進

高効率省エネ機器の導入

事務所内の緑化、壁面緑化、屋上緑化等

共同配送等の物流の合理化

地下水採取の削減

排水、雨水等の有効利用

省エネルギー・省資源対策（サービス業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない 無回答
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E．環境に配慮した開発・生産活動 

＜全体傾向＞ 

 「環境にやさしい商品の開発」は約３割の事業所において取り組まれており、「環境保全技術の開発」は約 1割

強の事業所において取り組まれています。 

 

＜業種別傾向＞ 

 製造業と卸・小売業において、環境に配慮した新しい製品の開発、環境保全技術の開発が進められているよ

うです。 

 

 

 

28%

15%

5%

3%

23%

32%

42%

48%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境にやさしい商品の開発

環境保全技術の開発

環境に配慮した開発・生産活動（全体）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない 無回答

38%

17%

7%

7%

41%

59%

14%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境にやさしい商品の開発

環境保全技術の開発

環境に配慮した開発・生産活動（製造業・建設業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない

33%

17%

17% 17%

17%

17%

50%

17%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境にやさしい商品の開発

環境保全技術の開発

環境に配慮した開発・生産活動（卸売・小売業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない 無回答

16%

12%

4%

4%

80%

84%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境にやさしい商品の開発

環境保全技術の開発

環境に配慮した開発・生産活動（サービス業）

実施している 今後実施予定 実施していない 該当しない
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問 11 上記問 1０で「実施していない」に〇がついた方にお尋ねします。貴事業所が実施していな

い理由について、お選びください。（○は２つまで） 

 取り組まない理由として「取り組む必要性を感じないから」、「取り組むきっかけがないから」という回答が比較的

に多い結果となりました。また、「特に理由はない」という回答も多く、事業所に対して、環境保全に取り組む必

要性について意識共有を図るとともに、取組方法について周知することが求められます。 

 

問 12 近年、気候変動が原因とみられる現象が観測されています（大雨・猛暑等）。貴事務所の事業

活動に影響を与えていますか。 

 近年気候変動が事業活動に「影響を与えている」とした事業所は 4 割であり、具体的には、台風・大雨による

建物被害や停電、物流への影響、猛暑による光熱費上昇や従業員の体調管理をあげる事業所がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

9%

14%

20%

20%

38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

無回答

収益性を阻害するから

どうやればよいかわからないから

取り組むきっかけがないから

取り組む必要性を感じないから

特に理由はない

影響を受け

ている
42%

特段、影響

はない
38%

分からない
18%

無回答
2%

［事業活動への影響に関する代表的な意見］ 

・猛暑により空調強化、電気代増 

・社員の健康管理、熱中症対策 

・台風等による配送遅延、営業停止、稼働調整 

・生産時の暑熱対策  

・台風による建物被害、雨漏り、浸水、落雷に

よる機器故障 
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問 13 貴事業所における環境に配慮した設備の導入状況を教えてください。 

 最も多くの事業所において導入されているのは「電球型蛍光灯、LED電球」であり約 8割の事業所で導入され

ています。次いで、「窓の断熱化、事業所の高断熱化・高気密化」と「太陽光発電」が続いています。 

 「電気自動車」「プラグインハイブリッド車」については約 15％が導入済み・導入意向ありですが、このほかの技

術については、ほとんどの事業所において「導入していない」という状況です。新エネルギーや省エネの取組

に資する技術に関する情報提供や、導入に係る費用の補助制度等により、導入を促すことが求められます。 

 

問 14  問 13で「条件が合えば導入したい」に〇がついた方にお尋ねします。あなたが、上記の設

備を導入するためには、どのような条件が必要ですか。（○は２つまで） 

 省エネ設備の導入条件として、回答者の 5 割以上の事業者が「価格が安価になる」と「導入時の補助が拡充さ

れる」をあげており、設備価格が大きな障壁となっていることがうかがえます。 

 

 

77%

15%

10%

8%

5%

3%

3%

2%

2%

3%

2%

10%

25%

10%

7%

3%

3%

10%

5%

2%

10%

7%

12%

57%

77%

82%

85%

87%

85%

90%

93%

85%

90%

0%

2%

2%

2%

5%

5%

0%

2%

2%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

電球型蛍光灯、ＬＥＤ電球

窓の断熱化、事業所の高断熱化・高気密化

太陽光発電システム

プラグインハイブリッド自動車

温度差熱利用

バイオマス利用

電気自動車

小型風力発電システム

太陽熱温水器、太陽熱利用システム

コージェネレーション（熱電供給システム）

燃料電池自動車

導入している 条件が合えば導入したい 導入していない 分からない 無回答

8%

8%

16%

24%

52%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

信頼できる専門業者がいる

性能が向上する

メリットや使い方などの情報が提供される

ニーズに合う種類の製品が開発される

導入時の補助が拡充される

価格が安価になる
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問 15  問 13で「３ 太陽光発電システム」、「４ 小型風力発電システム」について「導入している」

「条件が合えば導入したい」を選択された方の理由についてお聞きします。 

 

 「太陽光発電システム 小型風力発電システム」の導入理由として、回答者の約６割が「自社の電気や電気自

動車に使用し、電気代を節約するため」をあげており、直接的なメリットが得られることが、設備導入意欲につ

ながっていることがうかがえます。 

 

問 16 貴事業所は、電力自由化で再生可能エネルギーのみで発電された電力（以下、再エネ電力）

を購入できることを知っていますか。また、再エネ電力を購入したいと思いますか。 

 約 6 割の事業所は「再エネ電力を購入できることを知っている」と回答していますが、実際に「購入したことがあ

る」事業所は、5%事業所に留まっています。 

 

 

 

 

 

地球温暖化

対策のため, 
33%

自社の電気

や電気自動

車に使用し、

電気代を節

約するため, 
50%

無回答, 17%

再生可能エネルギー設備の導入理由

購入できることを知っていて、購入している・した

ことがある
5%

購入できることを知っている

が、購入したことはない
55%

購入できることを知らな

かったが、購入してみた

い
17%

購入できることを知らない

し、購入したいとは思わな

い
20%

無回答
3%

再エネ電力の購入について
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問 17 問１６で「２．購入したことはない」「４．購入したいとは思わない」を選択された方にお尋

ねします。どのような条件が合えば再エネ電力を購入したいと思いますか。 

 再エネ電力を購入する条件として、約４割の事業所が「価格が安価になること」、約 2 割の事業所が「何らかの

メリットが得られること」と回答しています。またその他意見として「安定供給」をあげる意見が多く見られました。 

 

問 18 貴事業所では地域社会の一員として、地域の環境保全のためにどのような取り組みをしてい

ますか｡（あてはまる番号すべてに○） 

 地域の環境保全に関する取組については、「事業所周辺の清掃・美化活動への参加・協力」という回答が最も

多く、次いで「事業所内外の緑化」が続きます。 

 

 

価格が安価になること
36%

利用することで何らかのメリット・

特典（価格以外）が得られること
20%

大手や有名な電力会社が

販売すること
15%

その他
18%

無回答
11%

再エネ電力購入の条件

2%

3%

5%

5%

13%

13%

25%

40%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

市民に対する、環境に関する啓発活動を実施

（出前講座、見学受け入れ等）

従業員の環境ボランティア活動を支援

近隣地区への自社環境情報の提供

地域の環境保全活動への参加・協力

地域の環境保全団体等への支援（場所や備

品の提供など）寄付

特に取り組んでいない

事業所内外の緑化活動

事業所周辺の清掃・美化活動への参加・協力
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問 19 本市では事業所と環境保全協定を締結し、事業所の環境への負荷状況を把握するとともに、

市民に対し事業所での環境に対する取組実績などをお知らせしています。貴事務所では、この環

境保全協定についてどのようにお考えでしょうか。 

＜全体傾向＞ 

 環境保全協定については、16％（10 事業所）が既に締結済みです。また「協定の内容を見て締結を検討した

い」という回答が約半数となっています。 

 

＜規模別傾向＞ 

 環境保全協定については、50-100 人未満の会社が最も多く締結しています。規模の大きな事業所は、本社

において締結判断が下されるため、規模が締結に直結するわけではないようです。 

 ただし小規模事業所の方からは、締結による負荷増加を心配する意見があがっています。 

 

 

  

現在すでに締

結している…

協定の内容を見て、締結を検討したい
55%

現在協定を

締結する考

えはない
27%

無回答
2%

3%

38%

22%

66%

46%

44%

31%

15%

28% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50人未満

50-100人未満

100人以上

現在すでに締結している 協定の内容を見て、締結を検討したい

現在協定を締結する考えはない 無回答
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【環境保全に対する考え方について】 

問 20 貴事業所では、環境保全活動に取り組む意義について、どのようにお考えですか。 

 事業活動における環境保全の取組については、「企業の社会的責任、法規制や取引上の要請により、取り組

む必要がある」と考えている事業所が６割以上を占めています。 

 その一方で、「手間がかかるので取り組みたくない」と回答した事業所が約 2 割、「費用対効果が低ければ環

境保全活動に取り組む必要はない」と回答した事業所が約 1割でした。 

 

問 21 貴事業所における環境保全の取り組みにより期待される効果、または得られた効果は何です

か。（あてはまる番号全てに○） 

 環境保全の取組を通じて期待する効果、得られた効果については、「従業員の環境意識の向上」と考えている

事業所が約７割と最も多く、次いで「企業イメージ・信用性の向上」と考えている事業所が約６割を占めていま

す。 

 

 

 

 

新しいビジネスチャンスにつなが

ることから、もっと積極的に取り

組みたい, 5%

企業の社会的責任、

法規制や取引上の要

請により、取り組む必

要がある, 67%

環境保全は重要だ

が、費用、人手、手

間がかかるので取

り組みたくない, 17%

費用対効果が低ければ、

取り組む必要はない, 7%

その他, 5%

2%

2%

10%

15%

18%

18%

30%

63%

68%

0% 20% 40% 60% 80%

無回答

その他

特になし

新しいビジネスチャンスの創出

提供している製品・サービスの質の向上

提供している製品・売り上げの向上

業務の効率化によるコスト削減

企業イメージ・信用性の向上

従業員の環境意識の向上
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問 22 貴事業所において、環境保全活動を推進するにあたり､どのような課題がありますか｡（あて

はまる番号すべてに○） 

＜全体傾向＞ 

 環境保全に取り組む際の障害・課題として、「コストがかかる」、「従業員の環境に対する意識や理解の向上、

事業所内の意思統一」が半数以上を占めています。環境保全活動の促進に向けて、助成制度等のコストの負

担感を軽減するような支援方策が手段として考えられます。 

 

＜業種別傾向＞ 

 現行計画策定時と比較して、「コストがかかる」ことや「取り組み方法が分からない、環境保全に関する情報や

知識がない」ことを障害・課題として回答した事業所の割合が増加しました。 

 

3%

8%

10%

13%

40%

45%

53%

57%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

特に課題はない

企業間や環境NPOなどの協力・連携体制の

構築

取り組みに対する顧客の理解や評価の向上

環境保全活動推進のための人材育成・組織

体制の整備

環境保全に関する情報や知識の不足

従業員の環境に対する意識や理解の向上、

事業所内の意思統一

環境保全の取り組みにかかる資金・コスト

環境保全活動を推進する上での課題（全体）

3%

3%

10%

14%

45%

45%

59%

62%

0% 20% 40% 60% 80%

特に課題はない

その他

企業間や環境NPOなどの協力・連携体制の

構築

取り組みに対する顧客の理解や評価の向上

環境保全に関する情報や知識の不足

環境保全活動推進のための人材育成・組織

体制の整備

従業員の環境に対する意識や理解の向上、

事業所内の意思統一

環境保全の取り組みにかかる資金・コスト

環境保全活動を推進する上での課題（建設業・製造業）
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17%

17%

17%

33%

33%

50%

50%

0% 20% 40% 60%

無回答

環境保全活動推進のための人材育成・組織

体制の整備

特に課題はない

取り組みに対する顧客の理解や評価の向上

環境保全に関する情報や知識の不足

従業員の環境に対する意識や理解の向上、

事業所内の意思統一

環境保全の取り組みにかかる資金・コスト

環境保全活動を推進する上での課題（卸・小売業）

4%

4%

8%

12%

12%

40%

48%

52%

52%

0% 20% 40% 60%

無回答

その他

取り組みに対する顧客の理解や評価の向

上

企業間や環境NPOなどの協力・連携体制の

構築

特に課題はない

環境保全活動推進のための人材育成・組織

体制の整備

環境保全に関する情報や知識の不足

従業員の環境に対する意識や理解の向上、

事業所内の意思統一

環境保全の取り組みにかかる資金・コスト

環境保全活動を推進する上での課題（サービス業）



 

１３１ 

 

【より良い環境をつくるために】 

問 23 これからの「八千代市の環境」をより良いものにするために、市が重視すべきこと、制度化

すべきことは何だと考えますか。（○は３つまで） 

 行政に望む施策として、最も多くあげられたのが「廃棄物や下水の適正処理、または有効利用するための施

設を整備・充実させる」であり、次いで「新エネルギー・省エネルギーを推進し、設備補助制度を充実させる」が

あがっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

2%

3%

7%

8%

10%

12%

12%

12%

13%

17%

18%

20%

20%

33%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

環境監視体制の強化

その他

様々な主体の環境保全活動の紹介・意見交換の場

規制法令の整備・強化

多彩な環境イベント・講習会などの開催

SDGsほか新たな環境問題に対応できる組織づくり

市民・市民団体・事業者・行政の協力体制づくり

事業所への指導徹底・環境に配慮した企業活動推進

自然環境保全対策の充実

学校での環境教育の充実

多様な媒体を使い、環境情報を積極的に市民へ提供

気候変動に対応するための施策の推進

市民や市民団体等の環境保全活動の支援

新エネ・省エネの推進・設備補助制度の充実

廃棄物や下水の適正処理、有効利用施設整備
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問 24 貴事務所を含めて市内の事業所が、環境保全・地球温暖化防止に向けて、今後特に取り組む

べきだと思うものは何ですか。（○は 3つまで） 

 事業者が取り組むべき取組して、最も多くあげられたのが「事業活動から発生する廃棄物の減量化・再資源

化、適正処分の徹底」であり、約７割の事業所が回答しています。次いで「公害防止対策の徹底」や「省資源

や省エネルギーのための新しい技術の導入」、「温室効果ガス排出削減」が続いています。 

 

問 25 貴事業所が、環境保全活動に取り組む際に必要な市からの支援について、お答えください。

（○は 3 つまで） 

 行政に望む施策として、最も多くあげられたのが「事業所の環境保全活動推進に対しての融資や助成制度」

であり、約 5 割の事業所が回答しています。次いで「市民・事業所・行政の協働による環境活動推進体制の構

築」や「事業所の環境保全活動に関する講習会やセミナーの開催」が続き、事業所の環境保全活動を技術

的・金銭的に支援する施策が求められています。 

 

3%

2%

3%

5%

5%

5%

8%

15%

17%

18%

22%

30%

32%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

無回答

その他

省エネルギー関連商品や製品に関する情報提供

周辺環境と調和する広告等の配慮

カーボンオフセットに係る活動の推進

ISO取得など社内の環境配慮ルールづくりや体制整備

地域活動などへの参加・参画・協力・支援

社内における環境教育の徹底

市民・事業者・市との協働

開発行為等に伴う環境影響低減措置

二酸化炭素など温室効果ガス排出削減

省資源や省エネルギーのための新しい技術の導入

公害防止対策の徹底

廃棄物の減量化・再資源化、適正処分の徹底

5%

5%

14%

17%

19%

19%

21%

24%

24%

52%

0% 20% 40% 60%

無回答

事業所の環境活動をＰＲする場の提供

特になし

事業所での環境配慮指針（ガイドライン）の作成

市のホームページや広報等での環境情報提供の充実

事業所間での情報交換・連携体制を構築する場の提供

事業所での環境マネジメントシステム導入促進の支援

市民・事業所・行政の協働による環境活動推進体制の構築

事業所の環境保全活動に関する講習会やセミナーの開催

事業所の環境保全活動推進に対しての融資や助成制度
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資料５ 用語解説 

 

【あ行】 

アスベスト 

石綿（イシワタまたはセキメン）ともいわれ、天然に存

在する繊維状の鉱物です。軟らかく、耐熱・対磨耗性

にすぐれているため、建築材などに広く利用されてい

ましたが、繊維が肺に突き刺さったりすると肺がんや中

皮腫の原因になることが明らかになり、WHO（世界保

健機関）はアスベストを発ガン物質と断定しました。 

日本でも、大気汚染防止法により、平成元（1989）年

に「特定粉じん」に指定され、使用制限または禁止され

るようになりました。 

イノベーション 

新しい技術の発明や新しいアイデアなどから、新しい

価値を創造し、社会的変化をもたらす自発的な人組織

社会での幅広い変革をいいます。 

インセンティブ 

誘発する効果、刺激する効果を意味します。目標やノ

ルマを達成した際に支給されるボーナスや報奨金とい

う意味でよく用いられており、一般的に成果報酬と捉え

られることが多いです。 

雨水浸透ます 

道路の側溝や家庭内の雨水ますの底に砕石などを

敷き詰め、雨水を地中に浸透させるますのことです。こ

のますを設置することによって、雨水が短時間で流末

の水路や河川へ流れ込むことによって引き起こる洪水

を防止するとともに、雨水を地下にかん養することで資

源として地下水を確保し、さらには地盤沈下の防止策

にもなります。 

エコドライブ  

省エネルギー、二酸化炭素や大気汚染物質の排出

削減のための運転技術を指し、アイドリングストップ、

適正な速度の遵守、急発進や急加速、急ブレーキを

控えること、適正なタイヤ空気圧の点検などが挙げら

れます。 

エコファーマー 

平成 11（1999）年施行の「持続性の高い農業生産方

式の導入の促進に関する法律」（持続農業法）に基づ

いて、化学肥料や農薬の使用を減らした農家で、各都

道府県の知事が認定した農家を指します。 

エコフィード 

エコフィード（eco-feed）とは、食品残さ等を利用して

製造された飼料です。エコフィードの利用は、食品リサ

イクルによる資源の有効利用のみならず、飼料自給率

の向上等を図る上で重要な取組です。 

温室効果ガス 

大気圏にあって地表から放射された赤外線の一部

を吸収することにより地球温暖化の原因となる温室効

果をもたらす気体の総称です。地球温暖化対策の推

進に関する法律では、二酸化炭素（CO2）、メタン

（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボ

ン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六ふ

っ化硫黄（SF６）、三ふっ化窒素（NF３）の７種類と定め

られています。 

【か行】 

合併処理浄化槽 

生活排水のうち、し尿（トイレ汚水）と雑排水（台所や

風呂、洗濯などからの排水）をあわせて処理することが

できる浄化槽のことです。 

市では、公共用水域の水質汚濁を防止することを目

的として、従来の合併処理浄化槽に比べて汚れの原

因となる窒素やリンの流出を抑えることができる高度処

理型合併処理浄化槽のみを補助対象とした、「高度処

理型浄化槽設置整備事業」を実施しています。 

環境家計簿 

毎日の生活で、地球環境にどの程度の負荷を与え

ているのかを計る方法として、エネルギー消費を二酸

化炭素排出量に換算して計算するものです。 

「家計簿」に記録することで金銭を巡る家庭の活動

を把握・解析するのと同様に、「環境家計簿」をつける

ことで金銭では表わせないものも含めて、環境を巡る

家庭の活動の実態が把握できます。 

環境学習ボランティア講師制度 

市、事業者、学校、自治会、その他市民団体等の環

境学習に関する活動を支援し、八千代市の環境の保

全を図ることを目的として、市では、環境問題に精通し

た方にボランティア講師として登録いただき、環境学

習を希望する市民団体等へ講師を紹介する事業を行

っています。 

環境基準 

環境基本法に基づいて、国が定める環境保全上の

目標のことです。大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚

染、地下水の汚染、騒音及びダイオキシン類について、

それぞれ、人の健康を保護し、生活環境を保全する上

で維持することが望ましいとされる基準が設定されてい

ます。 

環境美化ボランティア制度（アダプト制度） 

公園・道路を含む公共施設用地の美化及び保全の

ため、自発的かつ自主的に美化活動を行うものであり、

環境美化に対する市民意識の高揚を図るとともに、市

民と市が一体となったまちづくり活動を推進することを

目的とした制度です。合意締結団体には作業用具の

支給やごみの処分などの協力をしています。 

アダプトとは、「養子縁組する」という意味で、アメリカ

で昭和 60（1985）年ごろ、市民に道路の維持管理の協

力を呼びかけたことが「アダプト制度」の始まりと言われ
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ています。 

環境保全協定締結事業所 

市は製造業等一定の規模以上の事業所に対し環

境保全のための協定を結び、各事業所の日常活動で

の環境保全計画を作成してもらい、これに基づいて環

境管理を自主的に実践していただくことにしています。 

環境保全林 

「八千代市ふるさとの緑を守る条例」に基づき、良好

な自然環境を保全し、美観風致を維持するために、健

康な樹林や樹容がすぐれた樹木を、環境保全林また

は保存樹木として指定しています。 

環境マネジメントシステム 

組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に

環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関す

る方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取

り組んでいくことを「環境マネジメント」といい、このため

の工場や事業所内の体制・手続き等の仕組みを環境

マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム （ Ｅ М Ｓ ： Environmental 

Management System）といいます。 

「ＩＳＯ１４００１」は、国際標準化機構（ＩＳＯ）が発行し

た環境マネジメントシステムに関する国際規格であり、

認証登録により環境に配慮した経営を自主的に行っ

ている証明になります。同じく「エコアクション２１」は、

環境省が定めた環境経営システムに関する第三者認

証・登録制度であり、中小事業者等の事業者が、自主

的に「環境への関わりに気づき、目標を持ち、行動す

ることができる」簡易な方法を提供することを目的として

います。 

気候変動 

数十年間の間に大気や気候が移り変わることをいい

ます。気候変動の要因には自然の要因と人為的な要

因があり、人為的な要因には人間活動に伴う二酸化

炭素などの温室効果ガスの増加やエアロゾルの増加、

森林破壊などがあります。 

気候変動適応法 

気候変動の影響による被害の回避・軽減を図る適

応策の推進を目的として平成 30（2018）年６月に制定

された法律です。 

グリーンインフラ 

自然環境が有する機能を積極的に活用し、地域の

魅力・居住環境の向上や防災・減災等の多様な効果

を得ようとする取組をいいます。 

グリーンインフラの整備により、地球温暖化の緩和

や浸水対策、生き物の生息・生育空間の提供など環

境への効果が期待できます。 

グリーンビルディング 

建設や運営にかかるエネルギーや水使用量の削減、

施設の緑化など、建物全体の環境性能が高まるよう最

大限配慮して設計された建築物のことをいいます。 

グリーン購入 

商品やサービスを購入する際に必要性を考え、価

格や品質だけでなく環境への負荷が小さいものを選ん

で優先的に購入することをいいます。エコマーク、グリ

ーンマーク、国際エネルギースターロゴ等の付いた製

品や再生材料製品、詰め替え可能な製品等を優先的

に購入することをいいます。 

グリーンツーリズム/エコツーリズム 

緑豊かな農山村地域において、農林業の体験をす

るなど、自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の

余暇活動のことをグリーンツーリズムといいます。 

また、自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体

験し学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史

文化の保全に責任を持つ観光のありかたをエコツーリ

ズムといいます。 

揮発性有機化合物 

常温常圧で空気中に容易に揮発する物質の総称

で、主に人工的に合成されたものをいい、英語表記

（Volatile Organic Compounds）の頭文字をとってＶＯＣ

と略されます。安定性が高く、分解されにくいため、大

気・土壌・地下水の汚染物質となります。 

光化学オキシダント 

オゾンを主成分とし、大気中の二酸化窒素と炭化水

素類が紫外線により光化学反応してできます。浮遊粒

子状物質（ＳＰМ）と共に光化学スモッグの原因となりま

す。 

コージェネレーション 

発電と同時に発生した排熱も利用して、給湯・暖房

などを行うエネルギー供給システムのことです。 

発電システムのみのエネルギー利用効率は 40％程

度ですが、排熱も活用することでシステムの全体効率

を最大 80％まで高められます。 

ＣＯ２ＣＯ２（コツコツ）スマート宣言事業所登録制度 

省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入等、

地球温暖化対策に積極的に取り組む千葉県内の事

業所を「ＣＯ２ＣＯ２スマート宣言事業所」として登録し、

その取組を広く紹介する制度です。 

【さ行】 

再くるくん協力店 

市では、市民と事業者の相互協力で、ごみの減量

化・再資源化を促進することを目的として、一定の要件

を満たしている事業所を「再くるくん協力店」として認定

しています。 

再生可能エネルギー 

太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスなどの、石油

などの化石エネルギーの様に枯渇する心配がなく、温

室効果ガスを排出しないエネルギーのことをいいます。 

里山楽校 

八千代市で開催する里山整備ボランティア人材育

成講座の通称で、里山整備のために必要な知識やチ

ェンソーなどの道具の使い方を学ぶ講座です。 

食品ロス（フードロス/フードバンク） 

まだ食べられるのに廃棄される食品のことをいいま
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す。小売店での売れ残り・期限切れ、製造過程で発生

する規格外品、飲食店や家庭での食べ残し・食材の

余りなどを指します。 

また、フードバンクとは、賞味期限は切れていないが

商品にできなくなった食品を、食品企業などから集め

て活用する仕組のことをいいます。 

持続可能な開発のための２０３０アジェンダ 

平成 27（2015）年９月 25日に、ニューヨーク・国連本

部で開催された国連サミットで採択された、平成 28

（2016）年から令和 12（2030）年までの国際社会共通

の目標です。 

循環型社会 

「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会か

ら脱却し、生産から流通、消費、廃棄に至るまで物質

の効率的な利用やリサイクルを進めることにより、資源

の消費が抑制され、環境への負荷を低減させ、持続

可能な社会のことをいいます。 

水源かん養 

雨水等を地下に浸透させ、保持し、水源を確保する

機能のことをいいます。 

かん養された地下水は浄化され、長時間かけて河

川に還元されます。かん養機能を有する森林や水田

等が減少すると、保水・防災機能が低下し、洪水や渇

水を引き起こす原因となります。 

水素エネルギー 

水素と酸素を結合させることで発電したり、燃焼させ

て熱エネルギーとして利用することができます。利用に

際して二酸化炭素を排出しないことからクリーンなエネ

ルギーと言われています。 

しかし、現在の水素の工業的生産には化石燃料を

使うことも多く（グレー水素）、クリーンかについては意

見の分かれるところです。将来的には水の電気分解や

バイオマスによる水素（グリーン水素）の大量生産など

が期待されています。 

生活排水処理率 

全人口のうち、下水道、農業集落排水施設等、合併

浄化槽等の処理施設を利用している人口の占める割

合のことをいいます。 

生産緑地地区 

市街化区域内において、公害の防止または災害の

防止、農林業と調和した都市環境の保全などに役立

つ農地などを計画的に保全し、良好な都市環境の形

成を図ることを目的に、都市計画で指定される農地の

ことをいいます。 

生態系ネットワーク（エコロジカルネットワーク） 

保全すべき自然環境やすぐれた自然条件を有して

いる地域を核として、生息・生育空間のつながりや適

切な配置を考慮した上で、これらを有機的につないだ

ネットワークのことです。ネットワークの形成により、野

生生物の生息・生育空間の確保のほか、人と自然との

ふれあいの場の提供、地球温暖化への適応策等多面

的な機能が発揮されることが期待されています。 

生物多様性 

生物は、同じ種であっても生息・生育する地域によ

って、また個体間でも形態や遺伝子に違いがあります。

生態系、種、遺伝子レベルのそれぞれで、生物が持

つ多様さ（変化・変異）をまとめて生物多様性といいま

す。 

【た行】 

太陽光発電 

自然エネルギーを利用した発電方式のうち、太陽光

を利用した発電方式をいいます。 

ダイオキシン類 

塩素を含む有毒な有機化合物のポリ塩化ジベンゾ

パラジオキシン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン

（PCDF）、ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル（DL-PCB）

の総称です。人間の体内には、食物や呼吸を通じて

入り、肝臓や脳細胞などに蓄積しやすく発ガン性、催

奇形性などの毒性があります。発生源はごみ焼却施

設、農薬などです。 

脱炭素社会 

二酸化炭素の排出が実質ゼロとなる社会のことです。 

実質排出ゼロとは、二酸化炭素などの温室効果ガ

スの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収

源による除去量との間の均衡を達成することをいいま

す。 

地球温暖化 

人間の活動の拡大により二酸化炭素をはじめとする

温室効果ガスの濃度が増加し、地表面の温度が上昇

することをいいます。 

地球温暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化

対策推進法） 

国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地

球温暖化対策に取り組むための枠組を定めたもので、

地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活

動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するた

めの措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進

を図る法律です。 

地産地消 

「地域生産、地域消費」の略語です。地域で生産さ

れた農林水産物等をその地域で消費することを意味し

ます。 

窒素酸化物（ＮＯｘ） 

窒素の酸化物の総称であり、一酸化窒素、二酸化

窒素、一酸化二窒素などが含まれます。通称ノックス

（ＮＯｘ）と呼ばれ、光化学オキシダントの原因物質とな

るほか、一酸化二窒素は温室効果ガスのひとつです。 

ちばエコ農産物 

千葉県の基準に基づき、農薬や化学肥料をできる

だけ減らして栽培された農産物を認証するものです。

農産物認証制度と産地指定制度があり、県が独自に

認定基準を設けています。 
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特定事業場 

水質汚濁防止法や下水道法などに定められている

著しく環境に影響に負荷を与える施設を持つ工場・事

業所のことです。 

特定外来生物 

もともとその地域に生息していなかったのに、他地

域から人為的に持ち込まれた生物のことを外来生物と

いいます。 

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止

に関する法律」では、生態系、人の生命・身体、農林

水産業に被害を及ぼしたり及ぼすおそれのある外来

生物の中から、規制・防除の対象とするものを、「特定

外来生物」と定義しています。 

特定フロン 

オゾン層を破壊するとして国際的な規制の対象にな

っているフロンのことをいいます。 

冷凍冷蔵機器の冷媒など幅広い用途で使われてき

ましたが、段階的に製造・輸入が制限されています。 

トップランナー方式 

電気製品などの省エネ基準や自動車の燃費・排ガ

ス基準を、市場に出ている機器の中で最高の効率の

レベルに設定することをいいます。 

日本では、平成 11（1999）年４月に施行された「エネ

ルギーの使用の合理化等に関する法律の改正（改正

省エネ法）」において導入されました。改正省エネ法で

は、この基準に達していない製品を販売し続ける企業

は、ペナルティーとして社名と対象製品を公表、罰金

を科されることになりました。 

【な行】 

燃料電池システム（エネファーム） 

燃料電池とは水素と酸素を利用した次世代の「発電

システム」です。エネファームは、「エネルギー」と「ファ

ーム＝農場」の造語であり、水素と酸素から電気と熱を

つくることをいいます。 

【は行】 

ハザードマップ 

自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する

目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの

防災関係施設の位置などを表示した地図をいいます。 

バイオマス 

木材、食品廃棄物（生ごみ）、動物の糞など動植物

由来の再利用可能な有機性資源をいいます。  

バイオマスからつくられたエネルギーのことをバイオ

マスエネルギーといい、直接燃焼やガス化などにより

発電に利用したり（バイオマス発電）、アルコール発酵、

メタン発酵などによりエネルギー燃料として利用するこ

とができます。 

パリ協定 

平成 27（2015）年にフランスのパリ郊外で開催され

た国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議

（COP21）で採択された気候変動に関する国際条約で

す。 

ビッグデータ 

利用者が急激に広がっているソーシャルメディア内

のテキストデータ、ＧＰＳ（全地球測位システム）から生

じる位置情報、センサデータなど、ボリュームが膨大で、

構造が複雑なデータの集合のことをいいます。 

ヒートアイランド現象 

都市部において、高密度にエネルギーが消費され、

また、地面の大部分がコンクリートやアスファルトで覆

われているために水分の蒸発による気温の低下が妨

げられ、郊外部よりも気温が高くなっている現象をいい

ます。 

【ま行】 

マイクロプラスチック 

海洋ゴミの約 70％を占めると言われているプラスチ

ックゴミのうち、大きさが 5mm 以下のサイズのものを言

います。世界のプラスチック消費量の増加に伴って、

マイクロプラスチックが全世界の海洋に流出しており、

海鳥を含む海洋生物の誤飲等による障害や、プラス

チック添加剤として含まれていた化学物質や環境中で

吸着した化学物質による影響が懸念されています。 

面源系 

雨水、市街地の側溝を流れる水、散乱ごみ、道路粉

じんなどをはじめ、林地、農耕地から流れる水など、面

的に広がる水質汚濁物質の発生源のことをいいます。 

【や行】 

八千代市一般廃棄物処理基本計画 

市内から発生する一般廃棄物（家庭や事業所から

出るごみ）の処理について基本的事項を定めた計画

です。 

八千代市新エネルギー･省エネルギービジョン 

将来の市民の良好な生活環境を確保するため、市

民・事業者・市の各主体が適切に役割を分担し、連携

して省エネルギーの推進・新（再生可能）エネルギー

の導入、地球温暖化対策に積極的に取り組むことを目

的とし、平成 21（2009）年度に策定されました。今後は

第３次環境保全計画に統合し、一体的に取り組んでい

きます。 

八千代市第５次総合計画 

「人がつながり 未来につなぐ 緑豊かな 笑顔あふ

れるまち やちよ」を将来都市像として、長期的なまち

づくりの基本的な方向と、施策、基本事業を総合的に

示したまちづくり計画です。 

令和３（2021）年度から令和 10（2028）年度の８年間

を計画期間としています。 

八千代市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

市も一事業所として、地球温暖化対策推進法に基

づき平成 13 年４月に地球温暖化防止に向けた「八千

代市率先実行計画」を策定し、継続的に取り組んでき
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ました。平成 28 年度には名称を「八千代市地球温暖

化対策実行計画（事務事業編）」と改めました。令和３

年度からは第５次計画に取り組みます。 

八千代市都市計画マスタープラン 

20 年後を見据え、都市のあるべき姿や土地利用、

交通、環境、景観、都市施設や生活環境など、まちづ

くりの様々な分野にいたる総合的な指針を示したもの

です。市が行う都市計画は、このマスタープランに沿っ

て定められます。 

八千代市緑の基本計画 

都市緑地法に基づく「市町村の緑地の保全及び緑

化の推進に関する基本計画」です。将来の緑地の保

全や都市緑化の推進、公園緑地の適正な配置や維持

管理、生物多様性の保全など、緑に関する様々な施

策を体系的にまとめ、緑豊かなまちづくりを図ることを

目的に平成 28年度に策定された計画で、計画期間は

20 年間です。 

谷津・里山 

谷津とは、平らな台地に樹枝状に深く入り組んだ、

下総台地に特徴的な谷の地形をいいます。里山とは、

集落に接した山林（二次林）、田畑、池沼、河川など、

人々の生活と結びついて維持されてきた環境をいいま

す。こうした環境は、生物の生息・生育環境として、ま

た、食料や木材など自然資源の供給、良好な景観、

文化の伝承の観点からも重要です。 

市では平成 22 年度に「八千代市谷津・里山保全計

画」を策定し、谷津・里山の保全・再生・活用に取り組

んできました。今後は第３次環境保全計画に統合し、

一体的に取り組んでいきます。 

４Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル・リフューズ）  

循環型社会の実現のために重要な Reduce（排出抑

制・ごみを減らす）、Reuse（再利用）、Recycle（資源循

環・再生利用）、Refues（発生抑制・断る）の４つの取組

をいいます。ごみの発生を限りなく少なくし、そのことで

ごみの焼却や埋立処分による環境への悪影響を極力

減らすことと、限りある地球の資源を有効に繰り返し使

う社会をつくろうとするものです。 

【ら行】 

緑化協定 

開発行為における緑化推進や、工場、建築物の敷

地の緑化推進のため、八千代市ふるさとの緑を守る条

例及び八千代市緑化推進指導要綱に基づき、緑化に

関して締結する協定のことです。 

【Ａ】 

ＡＩ（人工知能） 

人工知能（Ａrtificial Ｉntelligence）の定義は研究者

によって異なっていますが、「知的な機械、特に、知的

なコンピュータプログラムを作る科学と技術」と一般的

に説明されています。 

【Ｃ】 

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ 

脱炭素社会づくりに貢献する製品への買換え、サ

ービスの利用、ライフスタイルの選択など、地球温暖化

対策に資する「賢い選択」をしていこうという取組のこと

をいいます。 

ＣＯＰ（国連気候変動枠組条約締約国会議） 

大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを

究極の目標として平成４（1992）年に採択された「国連

気候変動枠組条約」（UNFCCC）に基づき、平成７

（1995）年から毎年開催されている年次会議です。 

ＣＳＲ 

企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility）

の略称で、企業が自社の利益のみでなく環境活動や

ボランティア、寄付活動など企業としての責任を持って

社会貢献へ取り組むことをいいます。 

【Ｅ】 

ＥＳＧ 

環境（Environment ）、社会（ Social ）、企業統治

（Governance）の英語の頭文字を合わせた言葉です。

企業の価値を測る材料として、これまではキャッシュフ

ローや利益率などの定量的な財務情報が主に使われ

てきました。それに加え、非財務情報であるＥＳＧ要素

を考慮する（環境・社会・企業統治に配慮している企

業を重視・選別）動きが欧米を中心に広がっています。

日本政府においてもグリーンな経済システムの構築の

ためＥＳＧ投資の普及・拡大に取り組むとしています。 

【Ｉ】 

ＩＣＴ 

情報通信技術（ Information & Communications 

Technology）の略で、ＩＴとほぼ同義の意味を持ちます。

コンピュータやデータ通信に関する技術をまとめた呼

び方です。 

ＩＯＴ 

Internet of Things の略で、「モノのインターネット」と

呼ばれます。自動車、家電、ロボット、施設などあらゆ

るモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをす

ることで、新たな付加価値を生み出すことをいいます。 

【Ｐ】 

ＰＤＣＡサイクル 

PDCA サイクルは、Plan（計画）、Do（実行）、Check

（評価）、Act（改善）の 4 つの項目を繰り返すことにより

業務を継続的に改善します。 

ＰМ２．５（Particulate Matter 2.5） 

直径が 2.5μm 以下の微小粒子状物質を指します。

大気汚染の原因物質とされている浮遊粒子状物質

（SPM）は、環境基準として「大気中に浮遊する粒子状

物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう」と定

められていますが、それよりもはるかに小さい粒子です。

大きな粒子より小さな粒子の方が気管を通過しやすく、

肺胞など気道より奥に付着するため、人体への影響が
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大きいと考えられています。 

【Ｒ】 

ＲＥ１００ 

企業が自らの事業の使用電力を 100％再エネで賄

うことを目指す国際的なイニシアティブです。世界や日

本の企業が参加しています。 

【Ｓ】 

ＳＤＧｓ 

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目

標）の略称で、平成 13（2001）年に策定されたミレニア

ム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）

の後継として国連で定められた、平成 28（2016）年から

令和 12（2030）年までの国際目標です。 

MDGsの残された課題（例：保健、教育）や新たに顕

在化した課題（例：環境、格差拡大）に対応すべく、新

たに 17 ゴール・169 ターゲットからなる持続可能な開

発目標（SDGs）が策定されました。 

【Ｚ】 

ＺＥＢ 

ＺＥＢ（Net Zero Energy Building）は「ゼブ」と呼び、

快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年

間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指し

た建物のことをいいます。 

ＺＥＨ 

ＺＥＨ（Net Zero Energy House）は「ゼッチ」と呼び、

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効

率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持

しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可

能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネ

ルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅

のことをいいます。 
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