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ごあいさつ 

 

本市は、利根川や荒川などの水辺と仙元山や鐘撞堂山などの豊かな緑に囲まれた、自然

に恵まれている環境にあります。この恵まれた環境を保全し、次の世代に引き継ぐため、

深谷市における環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを定める「深谷

市環境基本計画」を平成 30（2018）年 3 月に策定しました。 

近年、本市を取り巻く社会状況は大きく変化しており、地球温暖化が原因と考えられる

猛暑や豪雨、大規模火災などの気候変動による災害が世界規模で発生し、私たちの生活環

境や生命、財産まで脅かす気候危機というべき深刻な状況となっています。 

本市は、地球温暖化問題や気候変動問題を喫緊の課題と受け止め、本市の未来、世界の

未来を守るため、2050 年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す『ゼロカーボンシテ

ィふかや』を令和 3（2021）年 1 月 26 日に宣言いたしました。 

この度、宣言の実現に向けての第一歩として、前計画の計画期間中ですが、前計画にあ

る「低炭素社会の実現」から、さらに一歩進んだ「脱炭素社会の実現」を目指し、「深谷市

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」、「深谷市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編）」、「深谷市気候変動適応計画」を包含する新たな「深谷市環境基本計画」を策定しまし

た。 

脱炭素社会実現に向けての取組は、郷土の偉人渋沢栄一翁がその人生を通して体現した

「公益のために生きる」に通じております。そして、栄一翁の理念との親和性が高く持続

可能な社会づくりの目標である SDGｓの理念に基づき、第 2 次深谷市総合計画後期基本

計画に掲げる「誰一人取り残さない みんながうれしい ふかや」を実現すべく「安心と

やすらぎを感じられるまち～市民が住みやすく地球環境がまもられるまち～」を目指し

て、市民、事業者及び行政が連携・協働を図り、各施策の着実な実施に努めてまいりま

す。 

結びに、本計画の策定にあたりまして、環境に関するアンケート等に御協力いただき、

貴重な御意見と御提言をお寄せいただきました市民及び事業者の皆さまをはじめ、多大な

御尽力をいただきました環境審議委員の皆様に心から感謝申し上げます。 

今後とも、計画推進に対し、より一層の御理解御協力をお願いいたします。 

 

令和 5（2023）年 3 月 

深谷市長 
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第１章 計画の基本的な考え方 

 １ 計画策定の背景 

今日、世界を取り巻く環境問題は多様化しています。私たちの身近な生活環境にかか

わる自動車の排気ガスや工場・事業場からの大気汚染、生活排水や事業場排水による河

川等の水質汚濁、事業活動に伴う騒音、振動、悪臭問題などにとどまらず、地球温暖化、

PM2.5 による越境大気汚染、自然破壊による生物多様性の減少や外来生物の問題など

地球規模で対応すべき複雑な問題となっています。 

こうした状況のもと、平成 27（2015）年 9 月の国連サミットでは、「持続可能な開

発のための 2030 アジェンダ」が採択され、環境課題など 17 のゴールと 169 のター

ゲットに全世界が取り組むことによって『誰一人取り残さない（ leave no one 

behind）」』社会を実現することを目標としています。これらの目標は、SDGｓ

「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」として、発展途上国の

みならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本としても

積極的に取り組んでいます。 

また、気温や海面水位の上昇などにより、すでに影響が出ている地球温暖化について

平成 27（2015）年 12 月には第 21 回締約国会議（COP21）において、京都議定書

以来の国際的な枠組みとなる「パリ協定」が採択され、「産業革命前からの平均気温上昇

を 2℃より十分低く保つ」、「今世紀後半に人為起源の温室効果ガス排出を正味ゼロにす

る」ことを長期目標としています。さらに令和 3（2021）年にイギリスのグラスゴー

で開催された第 26 回締約国会議（COP26）では、世界の平均気温の上昇を 1.5 度未

満に抑えるために温室効果ガス削減強化を各国に求める「グラスゴー気候合意」が採択

され、パリ協定のルールブックも完成することでパリ協定の完全運用となりました。 

本市でも、地球規模の環境問題から身近な環境保全について各種の施策を総合的かつ

計画的に進めるため、深谷市環境基本条例に基づき「深谷市環境基本計画」を平成 30

（2018）年 3 月に策定し、『安心とやすらぎを感じられるまち～市民が住みやすく地

球環境がまもられるまち～』を目指すべき環境像として掲げ、豊かな環境の保全と創造

に取り組んでまいりました。 

また、本市は令和 3（2021）年 1 月に『ゼロカーボンシティふかや』宣言を行い、

2050 年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることを公表しました。こうした状況

の変化や、平成 30（2018）年に策定した計画から 5 年が経過したことを踏まえ、「深

谷市環境基本計画」（本計画）を見直します。 
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🔶「ゼロカーボンシティふかや」宣言とは 
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 ２ 計画の位置付け 

本計画は、深谷市環境基本条例に基づき、本市における環境保全に関する施策を総合

的かつ計画的に推進することを定めるものです。 

また、「第 2 次深谷市総合計画」で掲げられている目指すべき将来都市像を実現する

ための暮らし・環境の分野におけるまちのイメージである「安心とやすらぎを感じられ

るまち」を実現するための方向性を示す計画として位置づけられています。 

さらに、国や県の環境基本計画や環境保全活動への取組などと連携し、市民、事業者

及び行政が一体となり環境に配慮した施策・事業を進めていくための指針となるもので

す。 

なお、本計画は「深谷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」、「深谷市地球温暖化

対策実行計画（事務事業編）」、「深谷市気候変動適応計画」を包含した計画として位置付

けることで、市全体の地球温暖化対策を進めていきます。 

 

 

図１-１ 本計画の位置づけ 
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 ３ 計画の期間 

 本計画の計画期間は長期的（30 年程度）な展望を持ちつつ、第２次深谷市総合計画

の計画期間との整合性を踏まえながら、令和５（2023）年度から令和９（2027）年

度までの 5 年間とします。 

 

 

 

 ４ 計画の対象の範囲 

 本計画で対象とするのは、以下の表の範囲とします。 

 

 

  

和暦
（年度）

平成30 令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 令和12 令和32

西暦
（年度）

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2050

深谷市環境基本計画

深谷市地球温暖化対策実
行計画（区域施策編）

深谷市気候変動適応計画

深谷市地球温暖化対策実
行計画（事務事業編）

第２次深谷市総合計画

本計画期間
長期目標年度

本計画期間

前期基本計画

前計画期間 本計画期間

後期基本計画

本計画期間前計画期間

見直し

対象分野 主な内容

地球環境 地球温暖化、再生可能エネルギー、省エネルギー　など

資源循環 資源の有効利用、廃棄物の処理　など

自然環境 森林、里山、農地、水辺、生物多様性　など

生活環境
大気、水質、騒音、振動、悪臭、土壌、有害化学物質、自然災
害　など

地域環境活動
環境学習、環境情報の提供、市民、事業者及び行政の協働の
取組、 地域の環境保全活動　など
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  ５ 計画の構成 

 本計画は、次のような項目を含めて作成しました。目指すべき環境のすがたとして「安

心とやすらぎを感じられるまち ～市民が住みやすく地球環境がまもられるまち～」と

定めます。 

 

- 第１章 計画の基本的な考え方 

- 第２章 本市を取り巻く状況 

- 第３章 目指すべき環境のすがた 

- 第４章 目標実現のための施策 

- 第５章 計画の推進・進行管理 

 

  ６ 計画の実施主体 

 環境保全のためには、市民、事業者及び行政が、それぞれの立場に応じた活動を考え、

主体的に取り組んでいくと同時に、相互に連携しながら協働を基本理念として活動する

枠組みを構築することが必要となります。 

そのため、本計画の主体は、深谷市の構成員（市民、事業者、行政）すべてを対象と

します。 

 

 

 

  

行政

事業者市民
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第２章 本市を取り巻く状況 

 １ 本市の自然条件・社会条件 

  １）位置、地勢及び気候 

  （１）位置、地勢 

本市は、埼玉県北西部に位置し、東京都心から７０キロメートル圏にあります。東は

熊谷市に、西は本庄市と美里町、南は嵐山町と寄居町、北は群馬県の伊勢崎市及び太田

市に接しています。市域の面積は、138.37 平方キロメートルで、そのうち田畑が 47.4

パーセントと約半分を占めています。北部は利根川水系の低地で、南部は秩父山地から

流れ出た荒川が扇状台地を形成する平坦な地形となっています。この利根川と荒川とい

う 2 つの大きな河川を中心とした水辺と、鐘撞堂山など自然豊かな環境を有しており、

利根川と荒川の 2 つの河川は、肥沃な大地の形成に寄与しています。この肥沃な大地が

もたらす農作物として、深谷ねぎやブロッコリー、トウモロコシは全国的に有名な特産

となっており、ユリやチューリップなどの花き栽培も盛んです。 

交通の面では、関越自動車道、国道 17 号・同深谷バイパス・上武国道、国道 140

号・同バイパス、国道 254 号などの主要道路が通っており、地域の玄関口として関越

自動車道花園インターチェンジ、寄居ＰA スマートインターチェンジが設置されている

ほか、嵐山小川、本庄児玉のインターチェンジに近接しています。 

また、鉄道については、JR 高崎線、秩父鉄道の 2 路線において駅を有するとともに、

上越新幹線及びＪＲ八高線が通過し、上越新幹線熊谷駅及び本庄早稲田駅にも近接して

いることから、東京都心方面、上信越方面、秩父方面への交通の要衝となっています。 

文化財としては、郷土の偉人渋沢栄一の関連施設、ホフマン輪窯 6 号窯をはじめ、幡

羅官衙遺跡（はらかんがいせき）や中宿遺跡、畠山重忠公史跡など、歴史的遺産が数多

く残されています。 

 

 

図２-１ 深谷市の位置 
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  （２）気候 

本市の降水量は、6 月から 10 月にかけての夏から秋に多く、冬は少なくなっていま

す。また、冬には北西からの季節風が強く、乾燥するという太平洋側の気候の特色とと

もに、沿岸から離れているという地理的条件により、内陸性気候の性格も併せもってい

ます。このため、夏と冬の平均気温の差が比較的大きく､さらに日中は暑く、夜間は涼し

いという一日の中での温度差が大きい特徴があります。この温度差により雷が多く発生

し、雷雨が夏の降水量を多くする一因となっています。 
 

 
出典：熊谷気象台 

図２-２ 産業革命以降（1901 年から 2021 年）の平均気温 

 

 
出典：熊谷気象台 

図２-３ 過去５ヶ年（2017 年から 2021 年）の平均降水量  
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２）人口 

（１）人口・世帯数の推移 

本市の人口は、令和 2（2020）年の国勢調査によると、141,268 人となってい

ます。人口推移を見ますと平成 12（2000）年の 146,562 人をピークに減少が続

いています。世帯数については、55,854 世帯であり、平成 27（2015）年に比べ

て、2,470 世帯、割合にして 4.6％の増加となっています。人口が減少している中、

世帯数は増加傾向にあり、核家族化が進んでいることがうかがえます。 
 

（２）将来の人口の見通し 

 本市の人口ビジョンでは、本市が将来目指すべき人口規模を考慮し、出生率を２．

０７に上昇、20 代、30 代の純移動率を 10％改善と設定することで、令和 42（２

０６０）年の人口は 110,037 人を維持することを見込んでいます。 

 

 

 

出典：国勢調査 

図２-４ 人口及び世帯数の推移 
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  ３）土地利用        

本市の都市計画区域の指定状況を表 2-1 に示します。本市の一部（市北部の利根川

周辺）を除き、市の総面積の 9 割が、都市計画区域に指定されています。また、市中心

部、旧 3 町の中心部では用途地域が指定されていますが、全体の面積としては小さい状

況です。 

 

表２-１ 都市計画の概要  

区分 面積（ha） 

行政区域面積 13,837.0 

都市計画区域面積 12,493.6 

 線引き※１ 

都市計画区域 

市街化区域面積 1,748.1 

市街化調整区域面積 9,163.5 

非線引き※２ 

都市計画区域 

用途地域指定有面積 182.7 

用途地域指定無面積 1,399.3 

都市計画区域外※３ 1,343.4 

用
途
地
域 

第一種低層住居専用地域 165.7 

第一種中高層住居専用地域 412.9 

第一種住居地域 695.3 

第二種住居地域 25.1 

近隣商業地域 72.2 

商業地域 62.2 

準工業地域 176.1 

工業専用地域 321.3 

特別工業地区 
規制 48.8 

緩和 110.1 

準防火地域 126.8 

令和４（2022）年 4 月 1 日現在 

出典：深谷市（都市計画課調） 
※1 線引き都市計画区域：市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めている都市計画区域 

旧深谷市（都市計画区域外を除く）、旧岡部町、旧川本町の区域 

※2 非線引き都市計画区域：市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めていない都市計画区域 

旧花園町の区域 

※3 都 市 計 画 区 域 外：都市計画区域に属さない区域 

旧深谷市の豊里地区及び八基地区  
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表２-２ 深谷市の地目別面積（平成 30(2018)年度） 

 

出典：深谷市（資産税課調） 

 

４）経済 

（１）産業 

産業分類別就業者割合の推移をみると、第１次産業及び第２次産業が減少傾向にある

一方で、第３次産業は増加傾向にあります。特に農業などの第１次産業については、平

成１２(2000)年には全体の 10.7％であったものが、令和２(2020)年には 7.3％と、

3.4 ポイントの減少となっており、埼玉県水準と比較すると高い水準にあるものの、減

少傾向にあることがわかります。 

 

 

出典：国勢調査 

図２-５ 産業分類別就業者割合の推移 

 

 

 

 

 

 

項目 総面積 田 畑 宅地 池沼 山林 原野 雑種地 その他

面積（ha） 13,837.0 1,743.7 4,815.1 3,278.8 3.7 403.9 38.0 674.0 2,879.6

構成比（％） 100 12.6 34.8 23.7 0 2.9 0.3 4.9 20.8

10.7 2.4 10.0 2.2 8.8 1.7 7.7 1.6 7.3 1.5
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2000年 2005年 2010年 2015年 2020年
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（２）観光 

本市の観光入込客数の推移をみると、平成 28（2016）年以降は増加傾向にありま

したが、令和２（2020）年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、約 295 万

人にとどまっています。「観光地点」は市内にある観光施設、「イベント」は祭りなどの

入込客数を合計したものであり、観光入込客数のうち、大半の方が観光施設へ訪れてい

ます。市内には渋沢栄一ゆかりの建造物であるホフマン輪窯 6 号窯などの文化財やふか

や花フェスタ、深谷七夕まつりなどのイベントがあり、観光客が多く訪問する契機とな

っています。 

 

表２-３ 観光入込客数 

 

出典：出典：埼玉県観光課「観光入込客統計調査結果について」  

 

 

 

 

 

 

  

年

目的（千人）

観光地点 3,397 3,427 3,661 3,800 2,946

イベント 528 527 444 435 0

合計 3,925 3,954 4,105 4,235 2,946

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

ベジタブルテーマパーク フカヤ 

ふかや花園プレミアム・アウトレット 

ふかや花フェスタ 

ホフマン輪窯６号窯 
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５）交通の状況 

市内には、関越自動車道、国道 17 号・同深谷バイパス・上武国道、国道 140 号・

同バイパス、国道 254 号などが通っており、いずれも広域間の基幹的役割を果たす道

路として機能しています。また、地域の玄関口として関越自動車道花園インターチェン

ジ、寄居スマートインターチェンジを有しています。 

鉄道は JR 高崎線、秩父鉄道の 2 路線において駅を有するとともに、上越・北陸新

幹線及び JR 八高線が通過し、上越・北陸新幹線の熊谷駅、本庄早稲田駅にも近接して

いることから、東京都心方面、上信越方面、秩父方面への交通の要衝となっています。 

民間路線バスは、籠原駅南口行き、寄居車庫行き、ふかや花園プレミアム・アウトレ

ット行き（２系統）の計４系統が運行していますが、行き先により１日数便と少ない状

況です。 

また本市では、定時定路線型のコミュニティバス（4 系統）が運行され、さらに利用

者が事前に乗りたい場所や時間を予約するデマンドバス方式の運用により、利用者か

らの需要に応じた効率的な運行を行うことで、利便性の向上に努めています。 

 

表２-４ 市内の公共交通の概要 

JR 高崎線 1 時間 1本～9 本 

JR 八高線 駅なし 

秩父鉄道 1 時間 1本～５本 

上越・北陸新幹線 駅なし 

民間路線バス 籠原駅南口 ←→ 深谷日赤 

（平日３１便、休日２５便） 

寄居車庫 ←→ 深谷駅（１日１０便） 

ふかや花園プレミアム・アウトレット ←→ 深谷駅南口 

（土日・祝日のみ １日１７便） 

ふかや花園プレミアム・アウトレット ←→ 森林公園駅北口 

（１日３６便） 

コミュニティバス 北部シャトル、東部シャトル、西部シャトル、南部シャトル便 

それぞれ 1日２0便程度 

出典：JR 東日本 HP、秩父鉄道 HP、深谷市 
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６）市民協働のまちづくり 

 本市では、「深谷市市民協働指針」に基づき、市民、事業者及び行政が相互の立場や

特性を認識・尊重しながら、共通の目的を達成するために協力して活動する、市民協働

のまちづくりを推進しています。市民協働のまちづくりとは、それぞれが手を取り合

い、持てる力を最大限に発揮し、市民全員の力を生かすことによって「住み良い、魅力

的なまち」を目指すものです。 

協働に参加する各主体が、お互いの特性を活かし協働を進めることにより、市民にと

っては行政だけでは提供することができなかったきめ細かいサービスを受けることが

可能となり、行政にとっては業務を見直す機会を得ることで経費削減が図れるなど、広

く地域社会にさまざまな効果をもたらします。 

本市では、地域の清掃活動はもちろん、ガーデニング、河川美化活動及びアダプト制

度など、環境保全に関する取組も実施されています。 

 

 

 

 

 

 

  

市民ガーデニングボランティア 

ふかや緑の王国 スモークツリーガーデン 
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 ２ 国内外の社会経済情勢等の変化 

 １）世界の動向 

 近年の急速なＩCＴ化により、人、物、情報、企業行動のグローバル化は大きく発展して

います。一方で、人口の爆発的増加、資源・エネルギーや食料の需給逼迫、地球温暖化、水

資源の汚染や枯渇等の様々な問題が顕在化しており、これらの問題は一国だけでなく世界全

体の課題として対応することが求められています。 

特に地球温暖化については、平成27（2015）年12月には第21回締約国会議（COP21）

において、京都議定書以来の国際的な枠組みとなる「パリ協定」が採択され、「産業革命前

からの平均気温上昇を 2℃より十分低く保つ」、「今世紀後半に人為起源の温室効果ガス排出

を正味ゼロにする」ことを長期目標とされました。 

さらに令和 3（2021）年にイギリスのグラスゴーで開催された第 26 回締約国会議

（COP26）では、世界の平均気温の上昇を 1.5 度未満に抑えるために温室効果ガス削減強

化を各国に求める「グラスゴー気候合意」が採択され、パリ協定のルールブックも完成する

ことでパリ協定の完全運用となりました。 

これにより、最新の科学的知見に基づき、今世紀半ばのカーボン・ニュートラル、その経

過点である 2030 年に向けて、提出されている削減目標を上回る野心的な気候変動対策を

締約国に求めることが合意されました。 

エネルギー問題として、令和４（2022）年のロシアによるウクライナ侵攻により、原油

や天然ガスの価格が高騰しエネルギーの供給不安が高まっています。 

 

 

出典：環境省「世界のエネルギー起源ＣＯ2排出量」 

図２-６ 世界の温室効果ガス排出量の推移 
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世界の平均気温偏差について、令和３（2021）年の世界の平均気温の基準値（1991〜

2020 年の 30 年平均値）からの偏差は+0.22℃で、1891 年の統計開始以降、6 番目に

高い値となりました。世界の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら上昇しており、長

期的には 100 年あたり 0.73℃の割合で上昇しています。特に 1990 年代半ば以降、高温

となる年が多くなっています。 

 

  

出典：気象庁「世界の年平均気温偏差の経年変化」 

図２-７ 世界の平均気温偏差※の推移 

※各年の平均気温の基準値は 1991〜2020年の 30年間の平均値である。 

 

 

 

  

（℃） 

● ：各年の平均気温の基準値からの偏差       長期変化傾向 

令和 4（2022）年度深谷市環境ポスターコンテスト 市長賞 

常盤小学校  上原 颯真 
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 ２）国内の動向 

（１）国の環境基本計画 

 国では、平成 30（2018）年に第五次環境基本計画を閣議決定し、分野横断的な６

つの「重点戦略」（経済、国土、地域、暮らし、技術、国際）を設定しています。重点

戦略の展開に当たっては、あらゆる関係者との連携を重視し、各地域が自立・分散型

の社会を形成し、地域資源等を補完し支え合う「地域循環共生圏」の創造を目指すこ

ととしています。 

 

【重点戦略を支える環境政策】 

 

 

 

 

 

 
  

〇気候変動対策  

パリ協定を踏まえ、地球温暖化対策計画に掲げられた各種施策等を実施 長期大幅削減に

向けた火力発電（石炭火力等）を含む電力部門の低炭素化を推進 気候変動の影響への適応

計画に掲げられた各種施策を実施 

〇循環型社会の形成  

循環型社会形成推進基本計画に掲げられた各種施策を実施 

〇生物多様性の確保・自然共生  

「生物多様性国家戦略 2012-2020」に掲げられた各種施策を実施 

〇環境リスクの管理  

水・大気・土壌の環境保全、化学物質管理、環境保健対策 

〇基盤となる施策 

環境影響評価、環境研究・技術開発、環境教育・環境学習、環境情報 等 

〇東日本大震災からの復興・創生及び今後の大規模災害発災時の対応  

中間貯蔵施設の整備等、帰還困難区域における特定復興再生拠点の整備、放射線に係る住

民の健康管理・健康不安対策、資源循環を通じた被災地の復興、災害廃棄物の処理、被災

地の環境保全対策等 等 
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（２）埼玉県環境基本計画 

 令和 4（2022）年に策定された埼玉県環境基本計画（第 5 次）は、人口減少・

少子高齢化の一層の進行、豪雨や台風の頻発、海洋プラスチックごみ問題の顕在化、

カーボンニュートラルに向けた動きやＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向け

た取組の広がりなど、埼玉県を取り巻く社会経済・環境の状況変化や国内外の動向を

踏まえ策定されたものです。 

 

【長期的な目標】 

 
 

【施策展開の基本的な考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①温室効果ガス排出実質ゼロとする脱炭素社会、持続的な資源利用を可能とする 

循環型社会づくり 

②安心、安全な生活環境と生物の多様性が確保された自然共生社会づくり 

③あらゆる主体の参画による持続可能な社会構築のための産業・地域・人づくり 

①様々な環境問題の統合的解決 

②環境・経済・社会の諸課題の統合的解決 

③地域社会の持続可能性の向上 

④地球規模の影響を意識した地域からの行動 

⑤先進技術の活用、変化を捉えた意識や行動の変革 

⑥新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応 

令和 4（2022）年度深谷市環境ポスターコンテスト 市長賞 

上柴中学校  田邊 百花 
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 ３）ＳＤＧｓに向けた取組 

（１）ＳＤＧｓとは 

「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称であり、平成

13（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

（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」にて記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

17 のゴール・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）」社会を実現することを誓っています。ＳＤＧｓは発展途上国のみな

らず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本としても積極

的に取り組んでいます。 

 

 

 

  （２）国内のＳＤＧｓ 

ＳＤＧｓが採択された後、平成 28（2016）年 12 月に今後の日本の取組の指針と

なる「ＳＤＧｓ実施指針」を定め、国際協力への取組を一層加速していくことに加え、

国内における経済、社会、環境の分野での課題にも、またこれらの分野を横断する課題

にも、国内問題として取組を強化する必要があるとしています。この実施方針に基づき、

令和 3（2021）年 12 月には、「ＳＤＧｓアクションプラン 2022」を策定し、中で

も「2030 アジェンダ」に掲げられている 5 つの P（People（人間）、Prosperity（繁

栄）、Planet（地球）、Peace（平和）、Partnership（パートナーシップ））として、以

下の内容に重点的に取り組むこととしています。 

 

① People （人間）：感染症対策と未来の基盤づくり 

② Prosperity （繁栄）：成長と分配の好循環 

③ Planet （地球）：地球の未来に貢献する 

④ Peace （平和）：普遍的価値の遵守 

⑤ Partnership （パートナーシップ）：絆の力を呼び起こす  
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 （３）環境基本計画とＳＤＧｓ 

国の環境基本計画では、ＳＤＧｓの実現は、複数の課題を統合的に解決していくこと

が重要であることから、分野横断的な施策を展開し、課題の同時解決を目指す必要があ

るとしています。 

本市においても、ＳＤＧｓを取り入れ、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指すま

ちづくりを進めています。この考え方を踏まえ、本計画では、ＳＤＧｓにおけるゴール

を取り入れた望ましい環境像、施策を展開し、持続可能なまちづくりを目指します。 

 

ｱｲｺﾝ 目標 
本計画と 

関連の有無 

 

【目標 1 貧困をなくそう】 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 
 

 

【目標 2 飢餓をゼロに】 

飢餓を終わらせ、食糧安全保障および栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進

する 

 

 

【目標 3 すべての人に健康と福祉を】 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 
○ 

 

【目標 4 質の高い教育をみんなに】 

すべ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 

○ 

 

【目標 5 ジェンダー平等を実現しよう】 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性および女児の能力強化を行う 
 

 

【目標 6 安全な水とトイレを世界中に】 

すべ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 
○ 

 

【目標 7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに】 

すべての人々の、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 

○ 

 

【目標 8 働きがいも経済成長も】 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的雇用と働き

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 

○ 

 

【目標 9 産業と技術革新の基盤をつくろう】 

強靭（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 

○ 

 

【目標 10 人や国の不平等をなくそう】 

各国内および各国間の不平等を是正する 
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【目標 11 住み続けられるまちづくりを】 

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市および人間居住を実現

する 

○ 

 

【目標 12 つくる責任 つかう責任】 

持続可能な生産消費形態を確保する 
○ 

 

【目標 13 気候変動に具体的な対策を】 

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 
○ 

 

【目標 14 海の豊かさを守ろう】 

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 
○ 

 

【目標 15 陸の豊かさも守ろう】 

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、並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 

○ 

 

【目標 16 平和と公正をすべての人に】 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へ

のアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的

な制度を構築する 

 

 

【目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう】 

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 

○ 

 

 

 

 

 

 

  

深谷市浄化センター太陽光発電所（メガソーラー） 
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４）その他社会経済等の動向 

（１）ESG（環境・社会・企業統治）投資等の動向 

ESG とは、環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）の頭

文字を取って作られた言葉で、気候変動問題や人権問題などの世界的な社会課題が顕在

化している中、企業が長期的成長を目指す上で重視すべき ESG の観点での配慮ができ

ていない企業は、投資家などから企業価値毀損のリスクを抱えているとみなされます。 

 そのため、ESG に配慮した取組を行うことは、長期的な成長を支える経営基盤の強

化につながると考えられています。 

 

（２）国内環境産業の動向 

環境産業とは、「供給する製品・サービスが、環境保護（Environmental protection）

及び資源管理（Resource management）に直接的又は間接的に寄与し、持続可能な

社会の実現に貢献する産業」と定義され、「環境汚染防止」、「地球温暖化対策」、「廃棄物

処理・資源有効利用」、「自然環境保全」の４つの分野に分けられます。 

国内の環境産業の市場規模は、令和元（2019）年に約 110.3 兆円と過去最大にな

り、平成 12（2000）年との比較では約 1.9 倍となりました。また、全産業に占める

環境産業の市場規模の割合は、平成 12（2000）年の 6.1％から令和元（2019）年に

は 10.5％まで上昇し、環境産業が我が国に与える影響は大きくなっています。 

さらに、環境産業の雇用規模は、令和元（2019）年に約 268.8 万人と過去最大に

なり、平成 12（2000）年との比較では約 1.5 倍となりました。 

環境産業における輸出額は、令和元（2019）年は約 17.3 兆円で、大部分を「地球

温暖化対策」分野が占め、その中でも特に、「低燃費・低排出認定車（輸出分）」、「ハイ

ブリット自動車」の占める割合が大きくなっています。環境産業の輸入額は、令和元

（2019）年は約 4.0 兆円で、大部分を「地球温暖化対策」分野が占めています。 

 

（３）デジタルトランスフォーメーション（DX）の取組 

DX とは、企業が、ビッグデータや AI、IoT を始めとするデジタル技術を活用して、

業務プロセスを改善していくだけでなく、製品やサービス、ビジネスモデルそのものを

変革するとともに、組織、企業文化、風土をも改革し、競争上の優位性を確立すること

です。 

国内企業の多くが DX 推進に取り組んでいるものの、実際のビジネスモデルや組織の

本格的な変革には至っておらず、平成 30（2018）年に経済産業省が作成した「DX レ

ポート」の中で、既存システムの問題を解決しなければDXが実現できず、令和7（2025）

年以降、最大毎年12兆円の経済損失が生じる可能性があると警鐘が鳴らされています。 

しかし、今後世界的な環境事業を見据えた場合、環境保全を行う上で、DX（ICT 化）

は重要なものとなっています。 
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第３章 目指すべき環境のすがた 

 近年、地球温暖化対策は国際的にも重要性が高まっています。気温上昇や海面水位の上昇

等、地球全体としての課題のみでなく、ヒートアイランド現象やゲリラ豪雨による道路の冠

水、農作物への影響にも密接にかかわっており、それぞれの地域で取り組むべき課題となっ

ています。 

 本市でも、「ゼロカーボンシティふかや」を宣言し、脱炭素に向けた取組や、循環型社会

の構築による資源の利活用を目的とした 3Ｒ（Reduce（発生抑制）、Reuse（再使用）、

Recycle（再生利用））の推進を重要施策としています。 

ゼロカーボンシティの実現は、郷土の偉人渋沢栄一の「論語と算盤」の思想、「経済活動

をする上で、常に社会貢献や多くの人の幸せの実現といった公益を追求しながら、同時に個

人の利益を上げていく」、まさに、栄一がその人生を通じて体現した「公益のために生きる」

につながると考えます。  

生活の利便性の向上や新型コロナウイルス感染症の影響による「新たな生活様式」に対

応しつつも、環境を保全していく新たなライフスタイルを構築し、環境負荷の低減を図る持

続可能な社会を目指すものとし、前計画の考えを継承するとともに、ＳＤＧｓの視点を取り

入れた望ましい環境像を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 これらの目標を実現するために、本計画では、本市の現況や市民・事業者の意識調査、こ

れまでの本市の取組などから、5 つの基本目標を定め、その目標を達成するために施策を推

進します。 
 

基本目標１ 地球への負荷が少ない脱炭素なまちづくり 

地球温暖化への対策は、世界が直面している喫緊の課題の一つと考えられています。この

ため、地球温暖化の原因となる二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの排出量を抑制する

必要があります。公共交通の利用の推進やエコカーの積極的な導入により、二酸化炭素の排

出量を削減することを目指します。 

また、恵まれた多くの緑の保全や鐘撞堂山などに広がる森林保全などを推進することで二

酸化炭素の森林吸収を促進し、地球温暖化の影響を軽減することを進めます。 

さらに、既存のエネルギー利用についてさらなる省エネルギー化を進めることや太陽光発

電をはじめとした再生可能エネルギーの導入を推進することによって、エネルギーの利用に

よる温室効果ガスの排出削減を推進し、地球への負荷が少ない脱炭素なまちづくりを目指し

ます。  

安心とやすらぎを感じられるまち 

～市民が住みやすく地球環境がまもられるまち～ 

目指すべき環境のすがた 
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基本目標２ 資源を有効に生かす無駄の少ないまちづくり 

食料や製品を生産するために必要な資源は無限にあるものではなく、また、将来的に世界

人口の増加が予測されていることから、ますます効率的に資源を活用することが求められて

います。 

さらに、製品の生産にはエネルギーも利用されるため、生産された製品等を長期に有効利

用することが、エネルギーの効率的な利用上からも重要になります。 

このため、3R（リデュース、リユース、リサイクルの３つの R による省資源利用）活動

などの資源の有効利用や分別の促進によるごみの減量化、資源の再利用化などにより、市民、

事業者及び行政が連携・協働し、循環型社会の実現に向け、資源を有効に生かす無駄の少な

いまちづくりを目指します。 

基本目標３ 自然が守られるまちづくり 

本市には、河川や緑地などの数多くの自然環境が存在しています。これら豊かな自然環境

は生き物にとって貴重な生息空間をもたらしています。さらに豊かな自然とのふれあいによ

り、人々が心豊かとなることも期待されます。 

そのため、こうした恵まれた自然や生き物の環境を適切に守っていくことが必要となる一

方で、近年では、外来生物による生態系に悪影響を及ぼす問題も発生していることから、在

来生物の適切な保護と特定外来生物への適切な対策を行い、自然が守られるまちづくりを目

指します。 

基本目標４ 健康で安全に暮らせるまちづくり 

市民や事業者にとって、より身近に感じる大気や悪臭、周辺の騒音や振動などの生活空間

の環境を良好なものに保ち、健康的に過ごすことができる環境を維持するよう努めます。 

また、本市の自然環境を適正に保存し、管理することで、心休まる周辺環境を保全するま

ちづくりを進めます。 

一方で、今日では様々な事業活動において、多くの化学物質が利用されているため、これ

ら化学物質による土壌や地下水などへの汚染の監視・管理を適切に行うことが必要となりま

す。また、近年増加しているゲリラ豪雨による道路の冠水、住居の浸水などの対策等も進め、

健康で安全に暮らせるまちづくりを目指します。 

基本目標５ 協働で環境を守るまちづくり 

環境保全への取組は、行政のみの努力で達成することは容易でなく、市民や事業者の理解

や協力を得ることによって、効果的に進めて行くことができます。そのため、本市のさまざ

まな環境の現状について情報発信や環境に関する学習機会を作り、市民や事業者の関心を高

めていくことが大切です。また、環境保全を効果的に実施するための連携強化や様々な関係

者の間でネットワークの構築を進め、市民、事業者及び行政による協働で環境を守るまちづ

くりを目指します。  
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計画の体系図 

    

基本目標 施策
目指すべき

環境のすがた

（2）水辺の環境保全の推進

３-２　生き物の多様性の保全

４-２　心休まる環境の保全

（1）空気のきれいさ・静けさなどの生活環境の保全

（2）健康を脅かす有害物質等の監視

２-２　適切な廃棄物処理の実施

３-１　自然やみどりの環境の保全

（1）自然緑地の適正管理、公園等の緑地の保全

４-１　安全な生活環境の保全

（1）湧水・地下水・土壌などの環境の保全

 
 
 

安
心
と
や
す
ら
ぎ
を
感
じ
ら
れ
る
ま
ち

　
 
 
 
 
 

～

市
民
が
住
み
や
す
く
地
球
環
境
が
ま
も
ら
れ
る
ま
ち
～

（2）環境情報ツールの普及促進

（1）人づくりやネットワーク構築の支援

（2）環境保全活動の開催、関連団体への支援

５　協働で環境を守る
    まちづくり

（1）公共施設におけるエネルギー使用量削減に向けた取組の実施

（1）廃棄物処理設備の整備

（2）不法投棄などによる未処理廃棄物量の削減

２　資源を有効に生かす
    無駄の少ない
    まちづくり

（1）地域の生態系の保全

（2）特定外来生物対策

３　自然が守られる
    まちづくり

５-１　環境への関心の喚起と環境情報の提供

５-２　各主体間の連携強化と環境保全活動の実施

４　健康で安全に暮らせる
    まちづくり

（1）学校や市民への環境学習機会の確保

（4）「ゼロカーボンシティふかや」実現に向けた地域循環共生圏の構築

１-１　「ゼロカーボンシティふかや」を実現する

（1）温室効果ガス排出量の削減

（2）使用エネルギー削減への取組推進

（3）再生可能エネルギー等のクリーンエネルギー導入推進

１-２　深谷市の事務事業から出るCO2の削減

１　地球への負荷が少ない
    脱炭素なまちづくり

基本方針

１-３　気候変動への適応

（1）科学的知見の情報収集

（2）省エネルギー設備、新エネルギーの導入推進

（4）公共施設の緑化推進

（3）公共施設等におけるエネルギー効率改善

（2）対策の緊急性と連携

（4）市民・事業者・滞在者・行政との情報共有と連携

（2）分別の促進による処分量の削減

２-１　３Rの推進とごみ排出量の削減

（1）ごみの３R（発生抑制・再使用・再生利用）推進による循環型社会の実現

（3）影響のモニタリング
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分別の徹底を図るため、わかりやすいパンフレットの作成などごみを適正に排出しやすい環境づくりを行います

熱中症の注意喚起や情報提供に努めます 透水性舗装などにより、ヒートアイランドの低減に努めます

建物緑化（緑のカーテン等）を推進します まちのクールオアシスの取組を推進します

埼玉県気候変動適応センターと連携し、関連情報の収集・整理・分析、提供につとめます

照明設備の更新を推進します 新エネルギーの導入を推進します

公共施設への緑のカーテンの積極的導入を推進します 周辺や屋上の緑化を推進します

公共施設改修等に伴う省エネルギー化を推進します 事業部門（上下水道事業）における省エネルギー化を推進します

脱炭素なライフスタイルへの転換を推進します エコカーの普及啓発に努めます

地域新電力を活用し、公共施設における再生可能エネルギーの導入を図ります

気候変動に関する情報収集・情報提供に努めます 暑熱による生活への影響の把握と対策を行います

地域新電力を活用し、エネルギーの地産地消を推進します 再生可能エネルギーを利用した創エネ機器の導入を推進します

学校、自治会などの集団資源物回収の取組を支援します

騒音・振動・悪臭の発生源への適切な指導等を実施します

自然とのふれあいや環境学習の場・機会を確保します

ホームページや SNS 等を活用して環境情報を発信します

防風林、雑木林等の林地を保全します

市民等による河川等の清掃活動を支援します

自然観察会や環境学習の場・機会を確保します

アライグマを捕獲し、農作物等被害の根絶を目指します

豪雨時の排水能力確保と氾濫防止をします

国・県と連携し、有害化学物質の監視や適正管理を推進します

各主体における環境保全活動の連携を推進します

推進する取組み例

クールビズ・ウォームビズを励行します

クールビズ・ウォームビズを励行します昼休み、業務時間外については、必要な部分以外は消灯します

3R活動の普及啓発をします

省エネについて普及啓発を実施します

アダプト制度を推進します

家庭系ごみの減量化・資源化に関する普及啓発をします

大里広域市町村圏組合と調整しながら廃棄物処理施設の計画的な整備・改修を進めます

広報紙などを活用し、土地の管理の徹底や市民の不法投棄の監視意識の向上を図ります

野外焼却パトロールの実施、行為者へ指導します

学校等においてガーデニングを推進します

環境コンテストを実施します

環境教育の指導者の育成に関する情報を提供します

河川・水路等の維持・整備をします

農薬に関する情報の普及促進に努めます

特定外来生物の防除方法について情報を提供します

雨水等の地下浸透による地下水涵養を促進します

国・県と連携し、有害廃棄物の適正な処分を推進します

遊休農地の解消に努めます
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第４章 目標実現のための施策 

基本目標１ 地球への負荷が少ない脱炭素なまちづくり 

≪基本方針≫                             

 

 

 

 

 

 

 

≪関連するＳＤＧｓ目標≫ 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

地球温暖化問題は、将来に見込まれる影響の深刻さから考えて、最も重要な環境問題の一

つとなっています。 

平成 27（2015）年 12 月に合意された地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」

では、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べ2℃よりも十分低く保つとともに、1.5℃

に抑える努力をすること、今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡を達成す

ることを世界共通の目標として定めました。 

国は、「地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）」に基づき、平

成 28（2016）年 5 月に「地球温暖化対策計画」を策定し、令和 12（2030）年度の温

室効果ガス削減目標を、平成 25（2013）年度比で 26％削減としました。令和 3（2021）

年 10 月の改訂では、令和 12（2030）年度の温室効果ガス削減目標を、平成 25（2013）

年度比で 46％削減とし、さらに 50％の高みに向けて挑戦し続けることを表明しました。 

 また、令和 2（2020）年 10 月に「2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現

を目指す」ことが宣言され、「脱炭素社会」に向けた施策に取り組むとしています。 

県では、「ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050（埼玉県地球温暖化対策実行計画

（区域施策編））」が策定され、温室効果ガス排出量の削減に向けて目標設定型排出量取引制

度など各種の施策を進めています。 

さらに、本市は、今後も地球温暖化防止対策により一層取り組むこととし、2050 年まで

に二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティふかや」宣言を行いました。地

基本方針１-１ 「ゼロカーボンシティふかや」を実現する 
深谷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

 １-１ 「ゼロカーボンシティふかや」を実現する 

１-２ 深谷市の事務事業から出る CO2の削減 

１-３ 気候変動への適応 



27 

 

球温暖化問題への取組について、市民、事業者及び行政が一体となり、積極的にこの問題へ

の理解を深め、必要な行動を実施していくことが求められています。 

 

   出典：環境省「自治体排出量カルテ」  

図４-１ 深谷市の温室効果ガス排出量の推移 
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「地球温暖化対策の推進に関する法律」においては、地方公共団体の責務について、そ

の区域の自然的・社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進

すること等が定められています。加えて、地方公共団体の施策について、温室効果ガス

の排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、実施するように努めるもの

とされています。 

これらのことから、本市は本計画にて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための実行

計画として「深谷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定し、削減目標を以下

の通りとします。 

この取組は、温室効果ガスの増加による地球温暖化問題が顕著になってきた昨今

において、温室効果ガスの排出量を削減・抑制し、地球温暖化の進行を防ぐことを

目的とし、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21 条に基づき、区域の自然的・

社会的条件に応じて実施するものです。 

この削減目標を排出量に換算すると、令和 12（2030）年度の温室効果ガス排出

量は 595 千 t-CO2、基準年度からの削減量は 506 千 t-CO2となります。 

この目標達成に向けて、これまでの対策を継続するとともに、家庭部門、業務その他

部門、運輸部門を中心に更なる地球温暖化対策を実施します。 

 

 
図４-２ 深谷市の温室効果ガス排出量目標（区域施策編）  
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595 千t-CO2

CO2吸収量による相殺

令和 12（2030）年度までに平成 25（2013）年度比で 

市内の温室効果ガス総排出量を約４6％削減する。 

長期目標として 2050 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す 
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【基本施策】 

●１-１-（１）温室効果ガス排出量の削減   

地球温暖化対策としては、その原因とされる温室効果ガスの排出を削減することが必要で

す。 

排出される温室効果ガスの中で、大きな割合を占めている CO2 については電気エネルギ

ーの利用や自動車の利用などの日常生活の中で排出されるため、これをいかに削減するか検

討する必要があります。 

一方、森林や樹木などの植物は、光合成により CO2を吸収することから、保全・管理し、

地球温暖化の抑制に取り組みます。 

 

●１-１-（２）使用エネルギー削減への取組推進 

温室効果ガス排出量を削減するため、エネルギー効率の高い設備の導入や省エネルギーに

関する取組を進めます。 

 

●１-１-（３）再生可能エネルギー等のクリーンエネルギー導入推進 

地域の特性を活かして、太陽光発電や地中熱などの再生可能エネルギーを導入する等、地

域の効率的なエネルギーの利用を進めるとともに、災害に強く脱炭素なまちづくりを進めま

す。 

 

●１-１-（４）「ゼロカーボンシティふかや」実現に向けた地域循環共生圏の構築  

 多様な主体と連携することで、地域内でのエネルギーや資源・経済の循環を促すとともに、

分野横断的な地域間での交流や広域的なネットワークづくりにより、経済・社会が同時に成

長するマルチベネフィット（温室効果ガスの排出抑制等と同時に追求できる便益）の創出に

向けた「地域循環共生圏」の構築を目指します。 

 

 

図４-３ 地域循環共生圏  
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【基本方針における重点施策と目標】 

本市は、日照時間が長く内陸部に位置するため、地球温暖化による温度上昇の影響をより

大きく受けると考えられます。そのため、脱炭素による地球温暖化対策は、地球全体だけで

なく本市にとっても重要と考えられます。 

そのため、基本方針１―１「「ゼロカーボンシティふかや」を実現する」では、基本施策

のうち「温室効果ガス排出量の削減」を重点施策とし、その環境指標について、以下のよ

うに設定しました。  

 

環境指標 

指標名 現状値 

（令和元（2019）年度） 

目標値 

（令和 9（2027）年度） 

目標値 

（令和 12（2030）年度） 

市域から排出され

る温室効果ガス 

885 千ｔ-ＣＯ２ 

（現状値※） 
674 千ｔ-ＣＯ２ 595 千ｔ-ＣＯ２ 

解説・根拠 

「市域から排出される温室効果ガス」は、環境への負荷を軽減し、自然環境の保全が行わ

れているか測る指標です。 

これまでは埼玉県市町村温室効果ガス排出量推計報告書における、本市の年間温室効果ガ

ス総排出量を基準としていましたが、本計画より、環境省の作成する「自治体排出量カル

テ」による本市の総排出量を使用します。 

 

※現状値は令和元（2019）年度が最新の値です。 

部門・分野 

2013 年 

排出量 
（基準） 

2019 年 

排出量 

2027 年 

排出量 

（計画目標年度） 

2030 年 

排出量 
（中期目標年度） 

削減割合 

（2013 年度比） 

（千 t-C02） （千 t-C02） （千 t-C02） （千 t-C02）  

総排出量 1,101 885 674 595 46% 

指標名 現状値 

（令和３（2021）年度） 

目標値 

（令和 9（2027）年度） 

太陽光発電システム導

入容量 
93,948 kW 130,129kW 

解説・根拠 

「太陽光発電システム導入容量」は、固定価格買取制度開始後に認定を受けた、市内の事

業者や市民等が設置した全ての太陽光発電システム導入容量であり、エネルギーの利活用

を測る指標です。 

前回の環境基本計画での 2027 年までの目標値を現時点で上回っていたため、資源エネ

ルギー庁による第 6 次エネルギー基本計画に基づく、施策強化等の効果が実現した場合

の野心的目標を参考に、新たな目標値を設定しました。 
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【国の温室効果ガス削減目標値（参考）】 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガス排出量 

・吸収量 

（単位：億 t-C02） 

2013 排出実績 2030 排出量 削減率 従来目標 

14.08 ７.60 ▲46％ ▲26％ 

  

エネルギー起源 C02 

 
12.35 6.77 ▲45％ ▲25％ 

  

部 

門 

別 

産業 4.63 2.89 ▲38％ ▲７％ 

業務その他 2.38 1.16 ▲51％ ▲40％ 

家庭 2.08 0.70 ▲66％ ▲39％ 

運輸 2.24 1.46 ▲35％ ▲27％ 

エネルギー転換 1.06 0.56 ▲47％ ▲27％ 

非エネルギー起源Ｃ０２、

メタン、Ｎ２０ 
1.34 1.15 ▲14％ ▲８％ 

HFC 等４ガス 

（フロン類） 
0.39 0.22 ▲44％ ▲25％ 

吸収源 - ▲0.48 - 
（▲0.37 億 t-Ｃ

Ｏ2） 

二国間クレジット制度

（JCM） 

官民連携で 2030 年度までの累積で１億 t-CO2程度の

国際的な排出削減･吸収量を目指す｡我が国として獲得

したクレジットを我が国のＮＤＣ※達成のために適切に

カウントする。 

- 

※国が決定する貢献のこと。国連気候変動枠組条約事務局に提出した約束草案。 

 

【行政の取組】 

１-１-（１）温室効果ガス排出量の削減  

・クールチョイスの普及に努めます 

 ・脱炭素なライフスタイルへの転換を推進します 

・エコカーの普及啓発に努めます 

 ・エコドライブを推進します 

 ・エコ通勤を推進します 

 ・公共交通を維持します（コミュニティバス等） 

 ・市の事務事業及び公共施設における環境マネジメントシステムを適切に運用します 

 ・グリーン購入法の基準をみたす商品の調達に努めます 

・国・県と連携し、フロン類の管理の適正化を推進します  

■地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画 

｢2050 年カーボンニュートラル｣宣言、2030年度 46%削減目標※等の実現に向け、計画を改定。 

※我が国の中期目標として、2030 年度において､温室効果ガス排出量を 2013 年度から 46％削減することを目指す。さ

らに 50％の高みに向け､挑戦を続けていく。 
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１-１-（２）使用エネルギー削減への取組推進 

・省エネ製品の導入を図ります 

・省エネについて普及啓発を実施します 

・電力の見える化等を通じて省エネを促進します 

・省エネ診断の実施を促進します 

・クールビズ・ウォームビズを励行します 

・公共施設や屋外照明等の LED 化を推進します  

 

１-１-（３）再生可能エネルギー等のクリーンエネルギー導入推進 

・地域新電力を活用し、公共施設における再生可能エネルギーの導入を図ります 

・再生可能エネルギーの普及啓発を実施します 

・再生可能エネルギーの導入を支援します 

 

１-１-（４）「ゼロカーボンシティふかや」実現に向けた地域循環共生圏の構築 

・地域新電力を活用し、市域における再生可能エネルギー由来の電力の普及を目指します 

・地域新電力を活用し、エネルギーの地産地消を推進します 

・再生可能エネルギーを利用した創エネ機器の導入を推進します 

・自立分散型エネルギーの利用を推進します 

 

【市民の取組】 

・エコカーの利用に努めます 

・リサイクル品など環境にやさしい商品の購入に努めます 

・徒歩や自転車の利用を進め、自家用車利用の方法の見直しに努めます 

・自動車の利用を極力控え、公共交通機関をできるだけ利用します 

・森林保全に積極的にかかわります 

・車を運転する際には、急発進・急加速をせず、またアイドリングストップなどエコドラ

イブに努めます 

・地域の素材を選択し、地産地消に努めます  

・複数のエアコン使用をやめ、なるべく 1 部屋に集まる工夫をしたり、公共施設を利用し

たりするクールシェアを体現することで、電気使用量を削減に努めます 

・宅配便を送るときは受取人が受け取りやすく配慮し、商品を注文した際は自分が受け取

れる時間を指定するなど、再配達を減らします 
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【事業者の取組】 

・環境への負荷の少ない製品を開発します 

・エコカーの利用に努めます 

・車を運転する際には、急発進・急加速をせず、またアイドリングストップなどエコドラ

イブに努めます 

・エコ通勤を推進し、自動車の利用を減らします 

・環境マネジメントシステムの導入と運用に努めます 

・地産地消を推進します 

・グリーン購入法の基準をみたす商品の調達に努めます 

・フロン類の管理の適正化に努めます 

 

「COOL CHOICE」とは？ 

 国では、温室効果ガス削減目標を達成するため、「未来のために、いま選ぼう。」をキャッチコピーとした「COOL 

CHOICE」国民運動を実施しています。 

これは、省エネ・温度設定・節水などの普段の行動、家電・住宅・自家用車

などの身の回りの物を「選ぶ」ときに、未来のためを考えた「賢い選択＝COOL 

CHOICE」をしていこう、という取組です。 

国は、一人ひとりがこの運動に参加し、一丸となって温暖化防止のために「選

択」していく旗印として統一ロゴマーク（右図）を設定し、国・産業界・労働

界・自治体・NPO 等が連携して広く賛同登録を呼びかけています。 

●「COOL CHOICE」のさまざまなアクション・キャンペーン 

 

 

 

 

  

複数のエアコン使用をやめ、なる

べく 1 部屋に集まる工夫をしたり、

公共施設を利用したりすることで涼

をシェアしましょう。 

ゆっくり加速、ゆっくりブレー

キや、車間距離にゆとりを持つこ

とで、環境負荷や交通事故が減ら

せます。 

宅配便を送るときは受取人が

受け取りやすく配慮し、商品を注

文した際は自分が受け取れる時

間を指定するなど、再配達を減ら

しましょう。 

環境省は冷房使用時の室内温度を 28℃とするこ

とを推奨しています。扇風機を利用するなどして、体

感温度を下げる工夫をしましょう。 

環境省は暖房使用時の室内温度を 20℃とするこ

とを推奨しています。首、手首、足首を温かくするこ

とや、みんなが 1 つの部屋に集まり、ウォームシェ

アしましょう。 
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【現状と課題】 

本市は、市の事務・事業に伴い排出される温室効果ガスの発生を抑制するため、「深谷

市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、庁内の環境マネジメントシステム

（EMS）の運用などにより、実効性のある地球温暖化対策に取り組んでいます。具体的な

取組項目に基づき、行政が率先して実行し地域の模範となることにより、市民や事業者へ

環境保全の自主的な取組を促します。 

  

●計画策定の目的 

本計画は、地球温暖化対策推進法第 2１条第 1 項の規定に基づき、市町村の事務・事

業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置

に関する計画（地球温暖化対策実行計画）として策定するものです。 

本計画では、本市の事務・事業に関する温室効果ガス排出量などの現況を把握し、今

後の温室効果ガスの削減目標を設定するとともに、具体的な取組項目に基づき、職員一

人ひとりが率先して実行し、地域の模範となることにより、市民・事業者へ環境保全の

自主的な取組を促すことを目指します。本計画における削減目標を、以下の通りとしま

す。 

 

 

 

 

 

  

図４-４ 深谷市の温室効果ガス排出量目標（事務事業編）  
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CO2吸収量による相殺

2030年度目標

11,206 t-CO2

2050年度目標

温室効果ガス排出

実質ゼロ

2013年度（基準年度）

20,752 t-CO2

2013年度比

80%削減

基本方針１-２ 深谷市の事務事業から出る CO2の削減 
深谷市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

令和 12（2030）年度までに平成 25（2013）年度比で 

市の事務事業から排出される温室効果ガス総排出量を 

約４６％削減する。 

また、2050 年の温室効果ガス排出実質ゼロを目指す 
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●計画の位置づけ 

本計画は、国・県の法令・計画を踏まえた上で、深谷市環境基本条例の基本理念をも

とに、「第二次深谷市総合計画」及び「深谷市環境基本計画」に掲げる基本目標を踏まえ、

市の率先行動を具現化するものです。 

 

●対象とする温室効果ガス及び算定方法 

本計画では、地球温暖化対策推進法で定める温室効果ガス 6 物質のうち、二酸化炭素、

メタン、一酸化二窒素の 3 物質を温室効果ガス排出量の算定対象とします。ハイドロフ

ルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類及び六ふっ化硫黄については、本市からの

排出が極めて微量で、かつ排出量の把握が困難であるため、計画の対象から除外します。 

また、メタン及び一酸化二窒素については非エネルギー由来による排出が大部分を占

めており、これら排出量については市のコントロールが及ばない部分が極めて大きいこ

とから、削減目標からは除外し、エネルギー由来の二酸化炭素の 1 物質のみを削減目標

の対象とします。 

なお、温室効果ガス排出量は、次の式で算定します。 

 

温室効果ガス排出量 ＝ 活動量 × 排出係数  

 

表４-１ 対象とする温室効果ガス 

物質 市の事務・事業における主な排出要因 

排出量

の算定

対象 

削減目標 

の対象 

二酸化炭素（C02） 
燃料（ガソリン一灯油・軽油・重油等）の

燃焼、電気の使用など 
○ ○ 

メタン（CH4） 
生活排水の処理、ボイラーの使用、家畜の

飼養、自動車の走行など 
○ × 

一酸化二窒素（N20） 
生活排水の処理、耕地への肥料の施用、自

動車の走行など 
○ × 

ハイドロフルオロカ

ーボン類（HFC） 

冷蔵庫やカーエアコン等の冷媒の廃棄、噴

霧器・消火器の廃棄など 
× × 

パーフルオロカーボ

ン類（PFC） 

半導体などの製品の洗浄からの排出のた

め、該当なしと考えられる 
× × 

六ふっ化硫黄(SF6) 

六ふっ化硫黄が封入された電気器具の絶縁

ガスなどからの排出のため、該当なしと考

えられる 

× × 
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●計画の対象範囲 

本計画の対象となる範囲は、深谷市及び深谷市教育委員会が省エネ法により届出を行う範

囲（指定管理者管理施設を含む。）とします。なお、計画期間中に施設の新設又は廃止があ

った場合は、対象となる施設の見直しを行います。 

 

表４-２ 計画の対象範囲 
  対象範囲 施設数 

ａ 
深谷市の事務及び事業（深谷市教育委員会の事務及

び事業は除く。） 

本庁舎ほか 

    計 198 施設 

ｂ 深谷市教育委員会の事務及び事業 
公民館ほか 

    計 63施設 

 

表４-３ 計画対象範囲の施設分類 
分類 施設概要 施設に関する主な対象課 

庁舎 主に市のオフィススペースとして利用され

る施設、防災倉庫 

総務防災課、川本市民生活

課 

浄水施設（浄水場・配水

場） 

深谷市水道事業における浄水場・配水場 水道工務課 

下水処理施設（浄化セン

ター及び集落排水施設） 

深谷市下水道事業における下水処理施設、

深谷市農業集落排水事業における農業集落

排水施設 

下水道工務課 

下水処理施設（衛生セン

ター） 

し尿処理施設 環境衛生課 

大規模施設 商業用温水プールや舞台用ホール等の大規

模設備を備えている施設 

農業振興課、生涯学習スポ

ーツ振興課 

商業施設（道の駅） 施設内に店舗スペースがあり、道の駅とし

て使用している施設 

商工振興課 

葬斎施設 火葬場として使用される施設 市民課 

消防施設 深谷市消防本部、深谷消防署及び花園消防

署が管理している施設 

消防本部（消防総務課、警

防課） 

教育施設等 深谷市立小中学校、幼稚園、保育園、学童

保育室 

教育総務課、教育施設課、

保育課 

公民館・コミュニティセ

ンター等 

公民館、コミュニティセンター、その他小

規模施設（農業施設等）等、市民利用スペ

ースを有する施設 

生涯学習スポーツ振興課、

自治振興課、農業振興課 

老人福祉施設 高齢者福祉を目的として市が管理している

施設 

長寿福祉課 

公園・緑の王国 総合公園、近隣公園、街区公園、緑の王国 公園緑地課、ガーデンシテ

ィふかや推進室 
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【基本施策】 

●１-２-（１）公共施設におけるエネルギー使用量削減に向けた取組の実施 

自らの事務・事業に伴って排出する温室効果ガスを削減することで、市内の温室効果ガス

の排出抑制と地球温暖化対策に率先して取組ます。 

本計画においては、電力以外（各種化石燃料の使用、公用車の使用等）の省エネルギー対

策も盛り込んだ包括的な取組として継続・発展させていきます。 

さらに、各施設で行われている個別の省エネルギーの取組を今後も持続的に実施していく

ためのツールとして、各施設にて省エネ法に基づく「管理標準」を引き続き整備するなど、

個々の施設にふさわしい省エネルギー化を図っていきます。 

 

●１-２-（２）省エネルギー設備、新エネルギーの導入推進 

深谷市では、施設の改修や照明・空調設備の更新、廃車に伴う公用車の新規購入等にあた

っては、施設特性や財政的見地、費用対効果等を踏まえた上で省エネルギー性能が高いある

いはエネルギー消費効率を改善するための設備等の導入を検討し、可能な限り実施します。

特に、費用対効果については、初期投資コストのほか、省エネルギーや新エネルギー設備の

導入により長期的にエネルギー使用量・経費削減量による効果が大きいと判断される場合に

おいて、積極的に導入を検討することとします。 

 

●１-２-（３）公共施設等におけるエネルギー効率改善 

深谷市では、今後多くの公共施設が更新時期を迎えることから、大規模な改修・新設が行

われることが予想されます。さらに上下水道関連施設においても計画的に施設の更新・改修

を行っています。 

本計画では、建物の大規模な改修・新設時を公共施設におけるエネルギー効率改善を行う

上での最も有効な機会と捉え、断熱性能の向上や、より省エネルギー対策を行いやすい照明・

空調システム等の採用を積極的に検討することとします。 

  

深谷市役所 本庁舎  太陽光パネル設置屋根 



38 

 

●１-２-（４）公共施設の緑化推進 

緑のカーテンをはじめとする公共施設周辺の緑化には、日射遮蔽による夏季室温の上昇抑

制、ヒートアイランド現象の緩和など、主に空調効率の向上に対する効果が期待されます。

さらに、都市公園をはじめとする緑地については、森林と同様の二酸化炭素の吸収・固定作

用による温室効果ガス排出量の削減の効果が期待されます。 

 また、平成 22（2010）年に策定された「緑の基本計画」の着実な実施を目指すと同時

に、住民との協力のもと各施設で行われている身近な緑に関する取組を重要な地球温暖化対

策の一環と捉え、更に推進・継続していきます。 

 

【基本方針における重点施策と目標】 

 市の事務事業から出る CO2 の削減にあたっては、職員一人ひとりによる温室効果ガスの

削減のための日常行動の定着に加え、公共施設における照明・空調等設備の運用改善の徹底

や再生可能エネルギー設備の導入、LED 照明をはじめとする高効率機器の導入による効果

を見込んでおります。 

 そのため、基本施策１－２「深谷市の事務事業から出る CO2 の削減」では、基本施策の

うち、「公共施設におけるエネルギー使用量削減に向けた取組の実施」を重点施策とし、そ

の環境指標について、以下のように設定しました。 

 

環境指標 

指標名 現状値 

（令和３（2021）年度） 

目標値 

（令和 9（2027）年度） 

目標値 

（令和 12（2030）年度） 

市の事務事業から排出

される温室効果ガス 
17,573ｔ-ＣＯ２ 13,328ｔ-ＣＯ２ 11,206ｔ-ＣＯ２ 

解説・根拠 

本市では、これまでの算定には、毎年固定の係数を使用し、事務事業内での削減努力が目

に見える形で公表していました。 

今後は国が発表する、各施設が契約する電力会社ごとの係数を使用し、実際に排出されて

いる数値により近い形で算出していきます。 

電力会社ごとの係数が下がることにより、排出量も下がっていくこととなるため、係数の

低い電力会社と契約することで、事務事業での温室効果ガス排出量も下がっていきます。

公用車について、EV 車等を増やすことで、排出量の削減を図ります。 

部門・分野 

2013 年 

排出量 
（基準） 

2021 年 

排出量 

2027 年 

排出量 

（計画目標年度） 

2030 年 

排出量 
（中期目標年度） 

削減割合 
（2013 年度比） 

（t-C02） （t-C02） （t-C02） （t-C02）  

合計 20,752 17,573 13,328 11,206 46％ 

  
市長部局 16,422 12,42０ 10,052 8,868 46％ 

教育部局 4,330 5,153 3,276 2,338 46％ 
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【対象とする温室効果ガス】 

温室効果ガスは、大きくエネルギー消費由来の二酸化炭素と、排水処理等の衛生活動や堆

肥生産による二酸化炭素以外の温室効果ガスに分けられます。このうち、後者に関しては、

市の事務事業における削減努力が効果を持つ性質のものではないことを勘案し、本計画にお

ける削減目標の対象は、エネルギー由来の二酸化炭素に限定するものとします。 

 

●１-２-（１）公共施設におけるエネルギー使用量削減に向けた取組の実施  

【職員全体での取組】 

分類 取組内容 

照明 

作業に必要な照度の確保を確認したうえで、照明間引きを実施する。 

明るさが十分な窓際などでは昼間の消灯を徹底する。 

不使用エリアの消灯を徹底する。 

昼休み、業務時間外については、必要な部分以外は消灯する。 

外灯の点灯時間の季節別管理を行う。 

照明効率を保つため、ランプ及び反射板の定期的な清掃を実施する。 

ノー残業デーの 18 時 15 分の一斉消灯を徹底する。※庁舎等事務部門で

の取組 

空調 

クールビズ・ウォームビズを励行する。 

夏季の直射光を遮るために「緑のカーテン」を実施する。 

夏・冬ともにブラインドやカーテン、遮熱フィルム等を有効利用して冷暖

房効率を上げる。 

不使用エリアの空調停止を徹底する。 

空調は、適正温度を徹底する。 

温度計等を活用し、適正温度範囲での空調稼働を調整する。 

余熱・余冷利用により、終業時刻より早めの空調停止に努める。 

空調設備のフィルターの定期的な清掃を行う（2 週間に１度程度を目安と

する）。 

ボイラー等のセントラル熱源は、メーカーの仕様に沿った定期点検を適切

に実施する。 

空調設備の室外機や冷暖房の吹き出し囗付近には障害物を置かない。 

運転開始時間の居室・フロアごとの調整により、空調の一斉立ち上げを避

ける。 

冬季に電気室､サーバ室などで冷房を使用している場合､可能な範囲で外気

導入や空調温度調整を検討する。 

空調稼働箇所でのハロゲンヒーター等暖房設備の個人使用は原則として避

ける。 
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ＯＡ 

設備 

待機電力削減のため、使用上問題のないＯＡ設備は帰宅時等電源プラグを

抜く。 

事務使用のＯＡ設備について、節電機能を活用する。 

更新時、複合ＯＡ設備の導入による待機電力の削減を検討する。 

各種ＯＡ設備の使用状況を把握することにより、適正配置や台数の見直し

を図る。 

水・ 

トイレ 

トイレ内の暖房便座、温水設備のタイマー設定等省電力機能を活用する。 

温水洗浄便座は保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はふたを閉める。 

その他 

設備 

給湯器の有効利用に努め、電気ポットは原則として使用しない。 

荷物の移動や必須の場合以外でのエレベーターの使用を控え、積極的に階

段を利用する。 

物品購入時に簡易包装、簡易容器のなされた物品の購入を行い、ごみ量削

減に配慮する。 

製品の廃棄時には分別ルールを徹底し、リサイクル（再資源化）を推進す

る。 

 

【公用車使用における取組】 

分類 取組内容 

公用車 

公用車の適正台数見直しを行い、計画的に削減及び入れ替えを推進する。 

公共施設の複合化・統合にあわせ、公用車の共用化を推進する。 

借上車の契約に当たっては、低公害化を促進する。 

不要なアイドリングや急発進、急加速をしない。 

合理的、経済的な運行ルートを選択し、走行距離を抑制する。 

可能な範囲で自転車や公共交通機関の利用に努める。 

出張時は可能な限り公共交通機関等を利用する。 

タイヤや空気圧の点検等、適切な車両整備を行うことで車両のエネルギー

効率を高める。 

日射の遮蔽や外気の導入により、効率的なカーエアコンの使用に努める。 

エコドライブ講習会を開催・参加する。 

EV 車等の導入を推進する。 
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【事業内容ごとの取組】 

分類 取組内容 

①教育施設（小中学校） 

照明 点灯方法や使用場所に配慮しながら、体育施設の照明を間引きする。 

ＯＡ設備 
長期休暇中は使用しない電化製品・ＯＡ設備のプラグをコンセントから

抜き、待機電力の削減を行う。 

プール 
プールのろ過装置の適切なメンテナンスを実施し、循環ポンプの効率的

な運転を図る。 

②調理施設（校内給食施設、道の駅、等） 

空調 過度の外気導入を防ぐため、厨房排気を確認し適正な風量に調節する。 

調理設備 

冷凍・冷蔵庫の庫内は詰め込み過ぎず、内部の整理を行うとともに、適

切な温度調節を実施する。 

冷蔵庫のドアの開閉回数や時間を低減し、冷気流出防止ビニールカーテ

ンを設置する。 

③販売施設（道の駅） 

業務用 

設備 

業務用冷蔵庫の台数を見直す。 

冷凍・冷蔵ショーケースの消灯、温度設定の適正管理を行う。 

冷凍・冷蔵ショーケースの凝縮器の洗浄を定期的に行う。 

冷凍・冷蔵ショーケースの吸い込み口と吹き出し口には商品を置かない

ようにするとともに、定期的な清掃を行う。 

オープン型の冷凍・冷蔵ショーケースについては、熱が漏れないようビ

ニールカーテン、ナイトカバーなどを設置する。 

④文化・スポーツ大規模施設（総合体育館等体育施設、市民文化会館、アドニス等） 

照明 点灯方法や使用場所に配慮しながら、施設の照明を間引きする。 

プール 

プールのろ過装置の適切なメンテナンスを実施し、循環ポンプの効率的な

運転を図る。 

プールカバーを活用し、夜間の保温を図る。 
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【副次的取組】 

本計画では、市の事務事業から排出される温室効果ガスには直接含まれないものの、市

が取組を行うことにより、全体の温室効果ガス排出量削減につながる取組を、副次的取組

として位置づけます。 

深谷市では、副次的取組のうち、以下のような取組について率先して実行していくこと

とします。 

①用紙使用量の削減 

用紙は、オフィス部門の日常業務の中で常に消費する資源です。次のような取組を通じ

て使用量削減を図り、紙排出量の減量化、さらには、森林資源の保護による二酸化炭素吸

収源の保全や、製造に伴うエネルギー使用量の削減等に寄与します。 

・ 必要のある書類のみプリントアウトすることを心掛ける。 

・ 使用した紙類の再利用やリサイクルを徹底する。 

・ 片面コピー済みで使用可能な用紙をストックし、裏面を利用する。 

・ 用紙使用量の管理を行う。 

・ 会議では、配布する資料は最小限にする。 

・ デジタル化を推進し、用紙使用量を削減し、ペーパーレス化を徹底する。 

 

②グリーン購入の推進 

環境負荷の低減に向けて、大量に使用している紙類をはじめ、市が購入する事務用品や

OA 設備類等の物品については、次のような考え方の下、環境負荷のできるだけ少ない製

品の優先的な購入に努めます。 

 

＜グリーン購入の基本的な考え方＞ 

・ 物品の原料として再生材料や余材を使用したもの 

 ・ 物品の原料が再生利用しやすいもの 

 ・ 物品を使用するときのエネルギー使用量ができるだけ少ないもの 

 ・ 消耗品部分が取り換えやすいもの 

 ・ 製造・使用・廃棄の各段階で、有害物質等の使用や発生が少ないもの 

 ・ 分別廃棄しやすいもの 

 ・ 耐久性が高く長時間性能を保ち使用できるもの 

 ・ 必要最小限の数量を購入する 

 

なお、グリーン購入の具体的な取組については、「深谷市グリーン購入推進方針」に基づ

き行っていきます。 
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●１-２-（２）省エネルギー設備、新エネルギーの導入推進 

①照明設備の更新 

市内公共施設では従来型蛍光灯を順次 LED 等の照明に更新していくことで、既存施設に

おける電力消費の削減を目指します。本市では、「深谷市における施設照明の LED 化に関す

る指針」を作成し、本指針に基づき公共施設における照明設備の全庁的な導入を進めていき

ます。 

 

②空調設備の更新 

市内公共施設では、10～20 年前に設置された設備が約半数を占めており、これらの設

備を最新の省エネルギー型設備へ更新することで、10～40％の電力消費削減効果が期待

できることから、計画的な更新を実施します。 

 

③新エネルギーの導入 

新エネルギーの特徴や深谷市の地域特性・ポテンシャルを踏まえたうえで、太陽光発電

や地中熱利用、バイオマス等の新エネルギーについて積極的に導入を図っていきます。 

 

表４-４ 新エネルギーの導入検討例 

分類 現在の使用エネルギー 
導入が想定される 

新エネルギー 

温浴施設 
・温水ボイラー（灯油、重油等化

石燃料使用） 
・太陽熱給湯システム 

飲食施設・ 

給食設備 
・給湯器（ガス、電気等使用） ・太陽熱給湯システム 

空調 

・パッケージエアコン（電気、ガ

ス等使用） 

・空調ボイラー（重油等使用） 

・太陽熱給湯・冷暖房システム 

・太陽光発電 

・地中熱利用 

ポンプ等動力 ・電力使用 ・太陽光発電 

 

●１-２-（３）公共施設等におけるエネルギー効率改善 

①公共施設改修等に伴う省エネルギー化 

庁舎をはじめとする公共施設の新設・大規模改修に際しては、施設の規模や利用形態、

費用対効果や建築基準法等の法規制を考慮した上で、照明・空調への高効率型設備の導

入、太陽光発電等新エネルギー設備の設置、高断熱化による空調効率の向上、自然光や通

風の積極利用による建築そのものの省エネルギー化などにより、公共施設における温室効

果ガス排出量の削減を目指します。  
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表４-５ 施設改修等によるエネルギー効率改善手法の事例 

分類 エネルギー効率改善手法 想定される効果 

断熱 
窓に断熱性の高い気密サッシ等や、断熱・

遮熱効率の高い複層ガラス等を採用する。 
空調効率の向上による消費電力の削減。 

自然採光

利用 

屋根または天井付近に採光用の窓やダク

トを設置し、自然光を効率的に取り入れ

る。 

昼間の照明使用範囲の縮小による消費電

力の削減。 

照明 
昼間の自然採光利用を前提に、窓方向と並

列化する等点灯範囲の細分化を行う。 

適切な減灯活動がより実施しやすくな

る。 

緑・水の

利用 
屋上緑化・壁面緑化・雨水利用。 

建物周辺のヒートアイランド現象の緩和

と、屋上直下階または室内の温熱環境緩

和により、空調消費電力の削減につなが

る。 

 

②事業部門（上下水道事業）における省エネルギー化 

水道事業においては、令和３年度に改訂された「深谷市水道事業地域水道ビジョン」に基

づき、ポンプ設備の更新・改修に合わせた省エネルギー型設備の導入推進や、老朽化した水

道管の更新による漏水防止などの取組を通し、安全・安心かつ安定的な水道供給と温室効果

ガス排出量の削減を両立させていきます。 

し尿・浄化槽汚泥処理施設、下水道事業や農業集落排水事業等においても、施設改修時の

設備更新の際には省エネルギー型運転設備の積極導入を行い、温室効果ガス排出量の削減を

目指します。 

 

●１-２-（４）公共施設の緑化推進 

①公共施設への緑のカーテンの積極的導入 

緑のカーテンは、本庁舎や公民館、総合支所、小中学校、幼稚園、保育園など多くの市内

公共施設で実施されています。規模についても、プランターを使って窓 1 枚分を覆う小規

模のものから、１階部分を全て緑の葉で覆い尽くす大規模のものまであり、植物の種類につ

いてもゴーヤやアサガオなどと多種多様にわたっています。とりわけ、緑のカーテンは日射

遮蔽効果が高く、夏季室温の抑制に高い効果を発揮します。緑のカーテンの出来栄えは、土

づくり、水やり、手入れ等の育成方法により大きく左右されるため、育成方法について各施

設での創意工夫や成功例・失敗例を、他部署と情報を共有し、職員一人ひとりが意識をもっ

て緑のカーテンに取り組むことで、市内公共施設での緑のカーテン全体の質の向上を図り、

温室効果ガス排出量の削減につなげていきます。 

なお、施設の新設や建て替え時には、緑のカーテンを実施しやすくするような花壇や水回

りなどの整備も検討します。 

また、公共施設での取組が、市民や市内事業所への緑のカーテンの普及・啓発にもつなが

り、地域の温室効果ガス排出量の削減にも資するものとなります。 
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②周辺や屋上の緑化 

管理する敷地内の周辺の緑化は、二酸化炭素の吸収源対策としての効果が発揮され、また、

庁舎等建築物の二酸化炭素の吸収源対策とともに、冷暖房等に係るエネルギー使用量の削減

にもつながります。周辺（花壇スペースの確保・駐車場の緑化等）や屋上の緑化については、

主に新設や建て替え時に導入を検討するほか、費用対効果や法的規制等を考慮したうえで実

施可能な施設で実施していきます。 

 

【取組における重点事項】 

（１）公共施設改修・改築時の省エネルギー化に関する取組 

現在、深谷市が公共施設として保有・使用している施設は、市内の人口増加が急速に進ん

だ昭和 40 年代～60 年代にかけて建設されたものが多くを占めています。さらに旧耐震基

準運用当時に建てられ、現在 30 年以上経過している建物は全体の約 50％を占めており、

今後、耐震化を含めた改修・建替えが大規模に必要となると予測されています。 

 

一方、省エネルギーという観点からは、施設の改修・建て替え時は最も効率的な設備更新

を行うことが可能な機会であり、市内公共施設からの排出量削減を図るには、この機会をと

らえた積極的な行動が必要になります。 

施設ごとの改築・改修・設備更新時において省エネルギー設備の導入及び建物そのものの

断熱・省エネルギー化を可能な限り実施していくために、重点事項として以下の取組を行い

ます。 

 

①深谷市公共施設省エネ化配慮項目の設定 

建物の構造から照明・空調、新エネルギー設備の設置等、施設計画時に配慮するべき項目

をあげた「深谷市公共施設省エネ化配慮項目」（以下、「配慮項目」という。）を作成し、改

築等の計画段階から適切に活用していきます。 

 

 

  

南公民館 緑のカーテン 
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＜対象＞ 

市民の利用及び職員のオフィス利用が想定される全ての公共施設※の新設及び改修時

とします。 

なお、配慮項目は新設・改修で分類を行っていますが、この分類はあくまで目安であ

り、改修規模や施設用途によってはこの限りではありません。 

※上下水道施設の業務用機械設備等については、本配慮項目による検討の対象外とします。 

 

＜配慮項目検討の考え方＞ 

導入検討を行う省エネルギー配慮項目は、施設の用途や使用特性、及び設備導入に必

要な初期費用を踏まえた上で、適切なものを選定する必要があります。検討の参考とし

て、項目表には「優先順位」の欄を設け、以下の３つの段階で検討する項目を分類して

います。 

表４-６ 導入検討の優先順位 

優先順位 検討に当たっての考え方 

① 基本的に全ての施設で必ず導入検討を行うべき項目 

② 施設用途・特定の設備の使用等により、必ず検討すべき項目 

③ より高度な省エネルギー化を目指す場合、検討する項目 

 

＜導入検討における留意点‐建物構造上の制約等＞ 

導入検討を行う際には、建築基準法などの法的規制についても留意する必要がありま

す。 

また、改修等については建築基準法の建築確認手続きが必要な場合があり、現行法令

が既存建築物に対しても適用される場合も考えられることから、計画に際しては建築法

令担当部局と事前に協議を行います。 

 

 

 

 

 

ゴミのない 平和の世界 みてみたい 
 髙田 心優 

第 15回深谷市環境エコ川柳コンテスト（小中学生部門） 最優秀賞 

ko 
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表４-７ 深谷市省エネ化配慮項目 
対象 

分野 取組内容 

優先順位 

想定対象施設 
削減割合 

目安 
新

設 

改

修 
① ② ③ 

○   建築計画 
建物の方角による室配置､窓入口等開口部の向きと配置､

機器設置計画など､建築配置計画時点において冷暖房負

荷温熱環境･採光を最大限考慮する。 

○       - 

○   屋根外壁 
建物の外断熱化により、冷暖房負荷の低減､温熱環境の

改善をはかる。 
  ○ ○ 

空調稼働時間の長い施

設(老人福祉施設等) 

無断熱と比較した場合

空調消費電力 30％削減 

○ ○ 屋根･外壁 
外壁･屋根･床等の内部に断熱材を入れる内断熱化によ

り､冷暖房負荷の低減をはかる。 
○       - 

○ ○ 屋根･外壁 
高反射性塗装の使用日射光の反射率が高く､遮蔽性能の

高い塗料を屋根面や外壁に使用する。 
○       

ビル壁面十屋上への塗

装で空調消費起源排出

量の 31％削減 

○ ○ 屋根･外壁 
断熱･遮熱塗装の使用・独立気泡を多く含む等、断熱性の

高い塗料を屋根面や外壁に使用する。 
○       

空調消費電力最大 25％

の削減 

○ ○ 窓 
複層ガラス､熱線吸収ガラス･熱線反射ガラス等、断熱･

遮熱効率の高い窓ガラスを採用する。 
○       

１室あたり 160kg-

C02/年の削減(学校教

室試算例) 

○ ○ 窓 
ダブルスキン(二重サッシ)の採用により窓開口部の断熱

性を高める。 
    ○   

無対策と比較して単位

床面積当たり C02排出

量 13～17％削減 

○ ○ 窓 
断熱性の高い気密サッシの採用により窓開口部の断熱性

を高める。（例 J【S 等級で A3 以上を推奨とする等） 
○       

無対策と比較して単位

床面積当たり C02排出

量 13～17％削減 

  ○ 窓 
飛散防止･防犯用フィルムの採用時には､断熱･遮熱性能

も考慮した製品を採用する。 
○       

空調消費電力の 10～

30％削減 

○   直遮光の遮蔽 
バルコニーの設置､庇･ブラインド･ロールスクリーン･ル

ーバー等､直射光の室内入射を遮る。    
○       

－(空調負荷の低減によ

る空調消費電力の削減) 

○   自然採光利用 
屋根または天井付近の高い位置に採光用の窓を設置し、

自然光を効率的に取り入れるよう配慮する。（トップラ

イト､ハイサイドライト等） 

    ○   

光ﾀﾞｸﾄ方式のﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ

で､常時点灯させた場合

の昼間照明消費電力の

15～25％削減 

○   自然採光利用 
ライトシェルフ(反射板を付けた庇を窓に設置し､直遮光

の遮蔽と反射光による室内採光を両立するシステム)に

より室内での自然光利用をはかる。 

    ○   
設置スペースの照明消

費電力 30％削減 

○ ○ 緑･水の利用 
屋上緑化により､建築周辺のヒートアイランド現象の緩

和と屋上直下階の温熱環境緩和をはかる。 
    ○   

－(空調負荷の低減によ

る空調消費電力の削減) 

○ ○ 緑･水の利用 
壁面緑化により､建築周辺のヒートアイランド現象の緩

和と室内の温熱環境緩和をはかる。 
    ○   

－(空調負荷の低減によ

る空調消費電力の削減) 

○   緑･水の利用 敷地内既存樹木を緑陰として活用する。 ○       
－(空調負荷の低減によ

る空調消費電力の削減) 

○   緑･水の利用 
外構部には雨水を地中に浸透させる保水性･浸透性舗装

を採用し､保水された水の蒸散熱による路面温度の緩和

をはかる。 

  ○ ○ 
外構空間の利用の多い

施設(公園､教育施設等､

庁舎等) 

－(空調負荷の低減によ

る空調消費電力の削減) 

○   緑･水の利用 
緑のカーテンの設置ゾーン(花壇､水回り、設置･維持管

理スペース)を配置する。 
○       

－(空調負荷の低減によ

る空調消費電力の削減) 

○ ○ 受電設備 変圧器には低損失型のトップランナー機器を採用する。 ○       
従来型変圧器における

損失電力の 70％削減 

○ ○ 受電設備 
進相コンデンサ､自動力率調整器等の設置により受電設

備の力率を改善する。 
    ○   －(電力基本料金の削減) 

○ ○ システム デマンド監視装置を設置する。 ○       

－(使用電力量の可視化

による省エネ活動の推

進効果) 

○   システム 
空調･照明･給湯などの自動制御システムによる効率化を

図る。 
    ○   

設定デマンド値により

施設全体の電力消費量

の 10～30％の削減 

○ ○ 空調 
個別空調（パッケージエアコン）導入･改修の際はトッ

プランナー機器を採用する。 
○       

更新前の機器の使用年

数により 10～40％の

消費電力削減 

○   空調 
セントラル空調変流量制御､変風量制御､外気導入量制御

等､使用状況に応じた制御システムの採用を検討する。 
  ○ ○ 

セントラル空調を採用

している施設(大規模施

設､庁舎等) 

施設全体の排出量のエ

ネルギー消費量(原油換

算)の 27％削減 

○   空調 
外気冷房の導入機械･サーバ室等､低温期に冷房が必要な

個所への空調導入に際しては､外気を冷熱源として建物

内に導入するシステムの採用する。 

  ○   
サーバ室､機械室のある

施設(庁舎､上下水道関

連施設､大規模施設等) 

空調消費電力量の 10～

20％削減 

○   空調 
ピークカット及びコスト削減を目的として､深夜電力を

使用した蓄熱システム(水･水蓄熱､躯体蓄熱､土壌蓄熱

等)を採用する。 

    ○   
施設全体の排出量の

22％削減 

○ ○ 照明 
大規模照明(主として水銀灯利用)箇所の新設･改修に際

して､高効率の高輝度放電ランプを採用する。 
  ○   

一体育施設を有する施

設(教育施設､大規模施

設､公民館･コミセン等) 

従来型水銀灯から更新

の場合照明消費電力

40％の削減 
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対象 

分野 取組内容 

優先順位 

想定対象施設 
削減割合 

目安 
新

設 

改

修 
① ② ③ 

○ ○ 照明 
照明施設の新設･改修に際して、LED 等高効率の照明器

具を採用する。 
○       

白熱灯から LED へ更新

の場合 8６％､従来型蛍

光灯から LED へ更新の

場合 50％の照明消費電

力削減 

○ ○ 照明 
一般利用が多く､高利用頻度･短利用時間の設備等につい

て人感センサーを設置する。 
  ○ ○ 

庁舎､教育施設､公民館･

コミセン等のトイレ等 

常時点灯した場合の照

明消費電力の 50％削減

(トイレの事例) 

   照明 
昼間等の減灯の実施を前提に、自然光利用に配慮した点

灯範囲の細分化を行う。 
○       

－(減灯活動を容易にす

る効果がある) 

○   照明 

事務スペース等において､タスクアンビエント照明方式

(全体を均一な照度に保つのではなく、作業に必要な部分

とそれ以外で異なる照度を維持する照明方式)を採用す

る。 

    ○   
照明消費電力の 30％削

減 

○   照明 
昼光利用照明制御(外部からの自然光の程度等により､一

定の照度を自動制御で保つシステム)を採用する。 
    ○   

照明消費電力の 10～

30％削減 

○   照明 
主に外構灯､公園照明について､照度センサ一タイマー等

による制御システムを採用する。 
  ○   公園、大規模施設等 

施設全体の電力消費量

の 0.1％削減 

○ ○ 水利用 水栓･シャワー等は節水型機器を採用する。 ○       
従来型の約 40％節水効

果 

○   水利用 雨水･中水利用システムを採用する。   ○ ○ 
水利用の多い施設(大規

模施設､教育施設､公民

館･コミセン等) 

上水利用料金年間 10～

15％削減 

○ ○ 給湯 高効率給湯器(ヒートポンプ､潜熱回収型等)を採用する。 ○       

一般的な都市ガス給湯

器利用の光熱費から最

大 80％削減 

○ ○ エレベータ インバータ制御等省エネルギー型昇降機を設置する。     ○   
従来型の消費電力から

最大 60％削減 

○   エレベータ 
使用頻度の高い施設の場合､電力回生制御(運転時に発生

する電力エネルギーを蓄電し再利用するシステム)等を

採用する。 

    ○   
従来型の消費電力から

最大 30％削減 

○   
再生可能エネ

ルギー 
太陽光発電の導入 ○       

導入システム規模によ

る 

○ ○ 
再生可能エネ

ルギー 
太陽熱給湯の導入   ○ ○ 

温水利用の多い施設(老

人福祉施設､大規模施

設) 

導入システム規模によ

る 

○   
再生可能エネ

ルギー 
太陽熱冷暖房システムの導入     ○     

○   
再生可能エネ

ルギー 

地中熱利用(クールピートトレンチ､熱交換杭等､地中と

外気の温度差を空調利用するシステム) 
    ○   

冷暖房費年間約 20％削

減 

 

a 配慮項目の活用の仕組み 

各担当課が所管する施設の新設・改修等を実施する場合の計画フローを踏まえ、配慮

項目を効果的に活用するためのポイントを以下に示します。 

 

１．施設計画立ち上げ時（担当課） 

担当課は、所管する施設において新設・改修の機会が生じた場合、施設用途や規模に

合わせ配慮項目を参照し、導入すべき省エネルギー化配慮項目を検討します。この際、

必要に応じて環境政策担当部局やメーカー等（設備について）、及び建築法令担当部局

（建物に係る法的規制等について）と十分に意見交換・協議を行うものとします。 
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２．配慮項目を組み入れた施設計画の決定（担当課） 

検討により導入決定した項目（削減効果・費用対効果等検証結果等も明記）、検討した

が諸般の理由により導入を見送る項目とその理由を明記した配慮書を作成し、配慮書の

内容を盛り込んだ施設計画に基づいて建築・施工部門へ工事予算調書作成依頼を行いま

す。 

 

３．工事予算調書の作成と設計・施工（建築・施工部門） 

建築・施工部門は配慮項目を盛り込んだ施設計画について予算調書を作成し、これを

もとに担当課で省エネルギー設備導入分の予算要求・確定を受けた後、設計・施工を実

施します。 

建築・施工部門は担当課の作成した配慮書に基づき、要求されている省エネ化配慮項

目の設計への反映（仕様書への省エネルギー性能の明記等）を行います。 

 
図４-５ 施設改修・新設における省エネ化配慮項目の活用フロー 
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b 省エネルギー管理標準の作成と自主運用 

エネルギー使用設備のエネルギー使用合理化のための運転管理、計測・記録、保守・

点検、設備新設時に取るべき措置等の管理方法を定めた管理マニュアルを管理標準とい

い、経済産業大臣が定めた、「エネルギー使用の合理化に関する基本方針」において、エ

ネルギー使用がある施設が講ずるべき基本事項の一つとされています。 

市では、平成 23（2011）年度以降実施の「深谷市職員節電プラン」で全庁的な省

エネルギー取組の方法を示し、各施設は基本的な省エネルギーを確実に定着させてきま

した。今後、さらなる省エネルギーの取組を推し進め、削減目標量を達成するには、さ

らに一歩踏み込んで、施設の特性や実情にふさわしい省エネルギー管理の考え方をそれ

ぞれの施設ごとに検討・決定した上で運用していく必要があります。 

市の公共施設では、既に個々の施設で実施されている省エネルギーの取組に加え、本

計画「１-２-（１）公共施設におけるエネルギー使用量削減に向けた取組の実施」の項

で示した省エネルギーの取組、前回計画期間中に蓄積されたエネルギー消費に関するデ

ータの状況などを踏まえた上で、それぞれに最適な形の管理標準を作成し、施設に係る

職員全ての意識共有のもとに運用していくことを目指します。 

 

 
図４-６ 管理標準作成例 

出典：経済産業省関東経済産業 http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/enetai/1-2-1handan_kan 
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（２）取組を推進するための仕組み 

ア 点検・評価、見直し  

エネルギー使用量（電気・ガス・軽油・ガソリン等）の状況や取組の実施状況を的確に把

握することは、継続的に計画を遂行するためには最も重要な事項です。そのため、EMS 推

進委員は、所属における計画の推進に努めるとともに、エネルギー使用量の状況等の温室効

果ガス排出量実態を定期的（原則月 1 回）に把握します。その中で、特にエネルギー使用が

大きい月には、その原因を突き止め、次回計画期間にどういった削減ができるかを必ず検討

するようにします。また、各所属における実行組織（環境管理責任者、EMS 推進責任者、

EMS 推進委員）は、年度毎に実施計画書の策定、温室効果ガス排出量の上半期報告、下半

期報告により点検・評価を行うとともに、進捗状況に応じて取組内容の見直しを検討します。

事務局が結果を取りまとめ、庁内に周知することで、各課への情報提供を行います。EMS

推進責任者は、点検結果や見直しの検討結果について、取組に反映させます。 

 

イ 電力デマンド監視装置、省エネナビの活用 

職員の意識高揚を図るため、EMS 推進委員は電力デマンド監視装置や省エネナビを活用

して、日常的な電力消費量の点検や節電対策の効果を確認し、所属する組織内に情報発信を

行います。エネルギー消費量のピーク時や日、週、月、年ごとの傾向を担当が把握すること

で、施設状況に即したピークカット等使用量削減に生かすことができます。 

 

ウ 事務局による支援、研修  

事務局は、EMS 推進委員研修等の場を活用して、各課取組の良好事例や進捗状況、省エ

ネルギー対策や新エネルギーの活用事例、関連諸制度の最新情報について周知を行います。

また、上半期ごとに報告内容を取りまとめ、市の実績を研修時等に報告します。 

 

エ 緑のカーテンコンテストの開催  

夏季の省エネルギー対策の一つである公共施設における「緑のカーテン」については、市

民に対する市の取組の紹介及び啓発事業、さらに職員のモチベーション向上のため、今後も

継続的に緑のカーテンコンテストを開催します。 

 

（３） 取組結果の公表  

本計画に基づく取組の実施状況（温室効果ガス総排出量を含む）については、地球温暖化

対策の推進に関する法律第 2１条 1５項に基づき、年 1 回公表するものとし、本市のホー

ムページや本市の環境行政情報をまとめた「深谷市の環境」等に掲載します。 
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【現状と課題】 

近年、気温の上昇、大雨の頻度の増加、それに伴う農作物の品質低下や熱中症リスクの増

加など、気候変動によると思われる影響が全国各地で生じています。今後、これらの影響が

長期にわたり拡大する恐れがあると考えられています。 

そのため、地球温暖化の要因である温室効果ガス排出量を削減する対策（緩和策）に加え、

気候変動の影響による被害の回避・軽減対策（適応策）に取り組んでいく必要があります。 

令和 3（2021）年 8 月に公表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第６次

評価報告書第 1 作業部会報告書では、世界平均地上気温は 1850～1900 年から 2010～

2019 年までの人為的な世界平均気温上昇は 0.8℃～1.3℃の可能性が高く、最良推定値は

1.07℃としています。累積の温室効果ガス排出量が 1,000Gt-CO2増えるごとに、世界平

均気温が 0.27～0.63℃上昇する可能性が高いとしています。 

 

●適応策の意義と必要性 

平成 30（2018）年６月に「気候変動適応法」が成立し、同年 12 月 1 日に施行されま

した。この中で気候変動適応の法的位置づけを明確にし、国・地方公共団体・事業者・国民

が連携・協力して適応策を推進するための法的仕組みが整備されました。 

気候変動の影響は地域特性によって大きく異なるため、地域特性を熟知した地方公共団体

が主体となり、地域の実状に応じた施策を展開することが重要となります。 

よって、ここに「深谷市気候変動適応計画」を環境基本計画に内包する形で策定します。 

 

●適応策の方向性 

本市においても既に気候変動による影響が顕在化しており、今後の気候変動の進行により、

これまで以上に様々な分野で影響が生じると考えられます。この適応策は、本市の地域特性

を理解した上で、既存及び将来の様々な気候変動による影響を計画的に回避・軽減していく

ことを目指します。 

 

●計画の位置付け 

この計画は、気候変動適応法第 12 条に基づく、深谷市の地域気候変動適応計画に位置づ

け、深谷市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）とともに取り組む気候変動対策の両輪を

なすものです。 

 

●計画の期間 

この計画の期間は、環境基本計画同様に 2023 年から 2027年までの 5 年間とします。 

また、今後蓄積される最新の科学的知見や区域内の情報をもとに、必要に応じて適宜見直

しを行います。 

 

基本方針１-３ 気候変動への適応 
深谷市気候変動適応計画 
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●埼玉県気候変動適応センターとの連携強化 

平成 30（2018）年 12 月に気候変動適応法が施行され、都道府県と市町村は、地域気

候変動適応センターの設置と、地域気候変動適応計画の策定を努力義務として負うことにな

りました。 

埼玉県の気候変動適応センターは、法の施行を受けて環境科学国際センターに設置され、

環境科学国際センターは県内市町村の気候変動適応センターの機能をあわせて担うことと

なっています。今後、本市と緊密に連携し、気候変動の影響評価と適応策に関する情報発信

を行っていきます。 

 

（１）世界への影響 

地球温暖化に伴う気候変動として、世界全体で平均気温の上昇が観測されています。

世界の年平均気温は、変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には100年あたり

0.73℃上昇しています。 

また、海水温の上昇に伴う海水の膨張等により、世界の海面水位は明治34（1901）

年から平成30（2018）年にかけて20cm程度上昇しています。 

降水量については、局所的豪雨の増加による、洪水リスクの増大が指摘されています。 

 

（２）日本への影響 

明治31（1898）年以降、日本の平均気温は100年あたりおよそ1.28℃上昇してい

ます。 

気温上昇に伴い、真夏日（最高気温が30℃以上の日）の年間日数は増加傾向にあり、

一方で冬日（最低気温が0℃未満）の年間日数は減少傾向にあります。 

また、降水量については、1日の降水量が100mm以上である大雨の日数が増加傾向

にあります。 

日本沿岸の海面水位は、1980年代以降、上昇傾向が見られ、2020年の日本沿岸の

海面水位は、平年値（1981～2010年平均）と比べて87mm高い値となっています。 

※出典：「気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018～日本の気候変動とその影響～」 

環境省 文部科学省 農林水産省 国土交通省 気象庁  

裏紙も メモ書きされて 生き返る 
 康永 京子 

第 15回深谷市環境エコ川柳コンテスト（一般部門） 特選 

ko 
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（３）地球温暖化による影響の将来予測 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の「第６次評価報告書」では、気候変動を

予測するために、政策的な温室効果ガスの緩和策を前提としたシナリオを設定し、将

来の世界平均気温の上昇を見直しています。 

これによると、昭和 61（1986）年から平成 17（2005）年の平均を基準とした

2081 年から 2100 年の世界の平均地上気温は、可能な限りの地球温暖化対策を前提

としたシナリオ［SSP1-1.9］では 1.0℃から 1.8℃、緩和策を実施しない前提（成

り行き）のシナリオ［SSP5-8.5］では 3.3℃から 5.7℃の範囲に入る可能性が高い

と予測されています。 

地球温暖化の進行に伴い、海面水位の上昇や海の酸性化がさらに進み、また降水量

は地域によって差が激しくなります。北極海や北半球の氷や雪は減少すると予測され

ています。 

我が国においても、地球温暖化により想定される影響は、国をはじめ様々な研究機関

で調査研究されており、複数の分野に及ぶ主要なリスクは、後述に示すとおりとなっ

ています。地球温暖化が大規模になるほど、深刻かつ広範で不可逆的な影響が生じる

可能性が指摘されています。 

 

  

 

 

図４-７ このまま対策を行わなかった場合の埼玉県の将来の平均気温（2080～2100 年） 

 

  

埼 玉 埼 玉 

現在の平均気温 将来の平均気温 
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◆気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の「第６次評価報告書」で使用されている主なシナリ

オと将来予測 

シナリオ 
世界平均地上気温
の予測（℃） 

SSP 

5-8.5 

化石燃料依存型の発展の下で気候政策を導入しない高位

参照シナリオ。 
+3.3～5.7℃ 

SSP 

3-7.0 

地域対立的な発展の下で気候政策を導入しない中～高位

参照シナリオ。エーロゾルなど CO2以外の排出が多い。 
+2.8～4.6℃ 

SSP 

2-4.5 

中道的な発展の下で気候政策を導入。2030 年までの各

国の「自国決定貢献（NDC）」を集計した排出量の上限に

ほぼ位置する。工業化前を基準とする 21 世紀末までの

昇温は約 2.7℃（最良推定値）。 

+2.1～3.5℃ 

SSP 

1-2.6 

持続可能な発展の下で、工業化前を基準とする昇温（中

央値）を 2℃未満に抑える気候政策を導入。21 世紀後半

に CO2排出正味ゼロの見込み。 

+1.3～2.4℃ 

SSP 

1-1.9 

持続可能な発展の下で、工業化前を基準とする 21 世紀

末までの昇温（中央値）を概ね（わずかに超えることは

あるものの）約 1.5℃以下に抑える気候政策を導入。21

世紀半ばに CO2排出正味ゼロの見込み。 

+1.0～1.8℃ 

資料：環境省及び「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 6 次評価報告書第 1 作業部会報告書（自然科

学的根拠）と従来の IPCC 報告書の政策決定者向け要約（SPM）における主な評価」をもとに作成 

  

令和 4（2022）年度深谷市環境ポスターコンテスト 市長賞 

榛沢小学校  篠﨑 千弦 
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◆気候変動の観測事実と将来予測  

世 界 

・将来も気温上昇が続く【予測】 

・海水温が上昇している 

・北極海の海氷が減少している 

・熱帯低気圧の最大風速及び降雨量は増加する可能性が高い【予測】 

日 本 

・日本では世界より速いペースで気温が上昇している 

・真夏日・猛暑日の日数が増加している 

・強い雨が増加している一方、降水日が減少している 

・多くの地域で積雪が減少する一方、内陸部では大雪が増加する可

能性がある【予測】 

 

◆日本全国で予想される気候変動による影響 

農業 

森林・林業 

水産業 

・農産物の収量・品質への影響 

・果実の品質・栽培適地への影響 

・シイタケ栽培への影響【現状】 

・サンマ南下の遅れ【予測】 

自然生態系 

・ハチクマ（日本で繁殖する猛禽類の一種）の渡りの経路

が変化【予測】 

・竹林の雑木林への侵入が進む【予測】 

・藻場の衰退・消失 

水環境・水資源 

自然災害・沿岸域 

・河川の状況が変わる【予測】 

・流域の複合的な水害・土砂災害【予測】 

・台風による高潮【予測】 

健康 

産業・経済活動 

国民生活・都市生活 

・熱中症が増加 

・産業・経済活動や生活面にも様々な影響が及ぶ【予測】 

 

  
ハチクマ（鳥綱タカ目タカ科ハチクマ属） 
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◆深谷市で予想される気候変動による影響  

分野 項目 
国の評価 

重大性 緊急性 確信度 

農
業
、
林
業
、
水
産
業 

水稲 ● ● ● 

果樹 ● ● ● 

麦、大豆等（土地利用型作物） ● ▲ ▲ 

野菜等 ◆ ● ▲ 

畜産 ● ● ▲ 

病害虫・雑草等 ● ● ● 

農業生産基盤 ● ● ● 

木材生産（人工林等） ● ● ▲ 

水
環
境
・水

資
源 

河川 ◆ ▲ ■ 

水供給（地表水） ● ● ● 

水供給（地下水） ● ▲ ▲ 

自
然
生
態
系 

陸域生態系（自然林・二次林） ● ● ● 

陸域生態系（里地、里山生態系） ◆ ● ■ 

陸域生態系（人工林） ● ● ▲ 

陸域生態系（野生鳥獣の影響） ● ● ■ 

淡水生態系（湖沼、河川、湿原） ● ▲ ■ 

生物季節 ◆ ● ● 

分布・個体群の変動（在来種） ● ● ● 

分布・個体群の変動（外来種） ● ● ▲ 

自
然
災
害
・

沿
岸
域 

洪水 ● ● ● 

土石流・地すべり等 ● ● ● 

強風等  ● ● ▲ 

健
康 

死亡リスク ● ● ● 

熱中症 ● ● ● 

節足動物媒介感染症 ● ● ▲ 

温暖化と大気汚染の複合影響 ◆ ▲ ▲ 

脆弱性が高い集団への影響 ● ● ▲ 

出典：環境省「気候変動適応計画」   

※凡例は以下の通りです。 

【重大性】●：特に大きい、◆：「特に大きい」とは言えない 

【緊急性】●：高い、▲：中程度、■：低い 

【確信度】●：高い、▲：中程度、■：低い  
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【基本施策】 

●１-３-（１）科学的知見の情報収集 

深谷市における気候変動の影響について、国・県・関係機関、行政の関係各課と連携して、

科学的知見の収集と緊急性、将来への影響予測などを進めます。 

 

●１-３-（２）対策の緊急性と連携 

適応については、緊急性の観点から、現在既に影響が生じている事象に対して優先的に取

り組む一方、将来的に影響が予測される分野については、影響の程度を把握しながら、必要

に応じて段階的に分野を拡大して取り組みます。適応策の実施にあたっては、既に行ってい

る適応への取組を拡充して実施することを基本として、必要に応じて段階的に新たな取組に

着手します。 

 

●１-３-（３）影響のモニタリング 

深谷市における気候変動の影響について、地域の特性に応じたモニタリングを進め、具体

的な影響の程度と対策のあり方を検討します。気候変動による影響の科学的知見の収集とモ

ニタリングを総合的・横断的に進めるため、気候変動法第 13 条に基づく「埼玉県気候変動

適応センター」と連携し、関連情報の収集・整理・分析、提供などに努めます。 

 

●１-３-（４）市民・事業者・滞在者・行政との情報共有と連携  

深谷市が収集・整理した情報を、市民・事業者・滞在者に提供・共有し、気候変動適応策

を協働し取り組めるよう努めます。 

 

 

【基本方針における重点施策と目標】 

深谷市の地域特性を考慮して、気候変動への適応を進めるにあたり、次の各分野に係る取

組について、関係部署や関係機関より、気候変動による影響の状況やこれまでの取組状況、

緊急性などについての情報を収集・整理します。 

そして、適応の取組を定め、国・県、関係機関との連携をはかりつつ、対策を実施します。 

そのため、基本方針 1-3「気候変動への適応」では、基本施策のうち「市民・事業者・滞

在者・行政との情報共有と連携」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように設

定しました。 

 

◆緑のカーテンコンテスト応募者数 

年度 

部門 

平成 30

（2018）年 

令和元

（2019）年 

令和２

（2020）年 

令和３

（2021）年 

家庭部門 39 件 31 件 88 件 61 件 

団体部門 19 件 14 件 20 件 18 件 
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【環境指標】 

指標名 現状値 

（令和３（2021）年度） 

目標値 

（令和 9（2027）年度） 

緑のカーテンコンテス

ト応募者数 
79 件 100 件 

解説・根拠 

緑のカーテンは温暖化・緑化対策のために重要であり、深谷市でも環境コン

テストを通じて、緑のカーテンの普及に取り組んでいます。 

令和３年度の応募状況を勘案し、さらなる応募数の増加を目指し、令和９年

度の目標値を設定しました。 

 

【行政の取組】 

●１-３-（１）科学的知見の情報収集 

・気候変動に関する情報収集・情報提供に努めます 

・暑熱による生活への影響の把握と対策を行います 

 

●１-３-（２）対策の緊急性と連携 

・熱中症の注意喚起や情報提供に努めます 

・透水性舗装などにより、ヒートアイランドの低減に努めます 

・市内の緑地を保全します 

 

●１-３-（３）影響のモニタリング 

・埼玉県気候変動適応センターと連携し、関連情報の収集・整理・分析、提供につとめます 

・気候変動による河川の水質や水位への影響の把握を行います 

 

●１-３-（４）市民・事業者・滞在者・行政との情報共有と連携  

・建物緑化（緑のカーテン等）を推進します 

・まちのクールオアシスの取組を推進します 

・集中豪雨等による被害の軽減に向けて、浸水に関する情報や避難場所の周知、ハザード

マップの活用を行います 
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【市民の取組】 

・緑のカーテン等による市内緑化に努めます 

・打ち水や緑化によるヒートアイランド対策に努めます 

・特に熱中症にかかりやすい高齢者などへの声掛け・見守り活動の強化対策に努めます 

・自主防災組織の活動の活性化による地域防災能力の向上に努めます 

 

【事業者の取組】 

・市内の緑化等に協力します 

・敷地・屋上等の緑化に努めます 

・事業所内での熱中症への注意喚起に努めます 

 

 

 

 

 

 

 

   

第１３回 深谷市緑のカーテンコンテスト 

団体部門 最優秀賞  幡羅小学校 

第１３回 深谷市緑のカーテンコンテスト 

家庭部門 最優秀賞  河原田 藤也 
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基本目標２ 資源を有効に生かす無駄の少ないまちづくり 

≪基本方針≫                             

 

 

 

 

 

≪関連するＳＤＧｓ目標≫ 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

温室効果ガスの排出による地球温暖化問題、天然資源の枯渇の懸念などにより、大量消費・

大量廃棄型の経済社会活動から循環型社会への転換が進められています。 

本市では、「第 9 次埼玉県廃棄物処理基本計画」や本市と熊谷市及び寄居町の 2 市 1 町

による、ごみの広域処理を実施するための「大里広域市町村圏組合一般廃棄物（ごみ）処理

基本計画」などに基づき、「深谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定し、ごみの有

効利用、ごみの発生・排出抑制、ごみの資源化、ごみ処理の広域化などに取り組んできまし

た。 

ごみ排出量は減少傾向で推移しており、ごみの分別や減量に対する市民の意識は高まって

います。 

資源物の再資源化の取組としては、ごみの減量化と再資源化を促進するため、紙類、布類、

ビン類、金属類（アルミ缶）の集団回収を実施する団体へ奨励金を交付しているほか、燃や

せるごみの焼却により発生する焼却残渣をセメント原料として資源化し、燃やせないごみ等

の破砕処理後の金属等を有価物として回収しているため、資源化率は 24％以上と高い状況

を維持しています。 

不法投棄に関しては、不法投棄の禁止やポイ捨ての禁止、ごみゼロ運動やパトロール活動

の実施により、苦情は減少傾向にありますが、引き続き、不法投棄防止の取組の強化、市民

のマナーやモラルの向上に向けた取組が必要です。  

 

基本方針２-１ ３R の推進とごみ排出量の削減 

２-１ ３Rの推進とごみ排出量の削減 

２-２ 適切な廃棄物処理の実施 
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図４-８ 市民 1 人 1日あたりの家庭系ごみの排出量の推移 

 

【基本施策】 

●２-１-（１）ごみの３R（発生抑制・再使用・再生利用）推進による循環型社会の実現 

持続可能な循環型社会を構築するため、資源を有効活用することが求められています。ま

た、廃棄物の処理にはエネルギーが利用されるため、可能な限り廃棄物が発生しない、もし

くは発生量が少なくなるよう優先的に 2Ｒ（廃棄物の発生抑制、再使用）に取り組み、その

次にリサイクル（再生利用）に取り組むことで、市民、事業者が参加しやすい循環型社会の

形成を目指します。 

また、発生した廃棄物の中で、生ごみが占める割合はとても多くなっています。「食品ロ

スの削減の推進に関する法律」（令和元年５月法律第 19 号）に基づく食品ロスの削減に向

けた取組を実施し、食品ロスの削減を目指します。 

 

●２-１-（２）分別の促進による処分量の削減 

発生した廃棄物の中にも、適切な処理をすることで再利用できるものがあります。資源の

有効利用を進めるため、リサイクルできる資源の更なる回収と分別を徹底することにより、

より高品質なリサイクルを目指すとともに処分量の削減を目指します。 

 

【基本方針における重点施策と目標】 

3R 活動の取組は国の環境基本計画でも重点的な分野とされ、この取組を通じた循環型社

会の形成に向けごみの排出量を抑制することが求められています。「深谷市一般廃棄物（ご

み）処理基本計画」では、ごみの発生・排出抑制の方策が記載されていますが、焼却処理量

の多くを占める家庭系ごみの排出抑制を行うことが効果的です。 

そのため、基本方針 2-1「３R の推進とごみ排出量の削減」では、基本施策のうち「ごみ

の３R（発生抑制・再使用・再生利用）推進による循環型社会の実現」を重点施策とし、そ

の環境指標について、以下のように設定しました。 
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環境指標 

指標名 現状値 

（令和３（2021）年度） 

目標値 

（令和 9（2027）年度） 

市民 1 人 1 日あたりの家

庭系ごみの排出量 
723 g/人・日 668g/人・日 

解説・根拠 

資源物及び使用済小型家電を除く家庭系ごみの市民 1 人 1 日あたりの

平均排出量であり、ごみの発生が抑制され、再利用が促進されているか

を測る指標です。 

深谷市第２次総合計画後期基本計画における令和９(2027)年度目標値

を設定しました。 

 

【行政の取組】 

●２-１-（１）ごみの３R（発生抑制・再使用・再生利用）推進による循環型社会の実現 

 

・3R 活動の普及啓発をします 

・家庭系ごみの減量化・資源化に関する普及啓発をします 

・マイバッグ（エコバッグ）の持参を促進し、レジ袋の使用を減らします 

・繰り返し使うことのできるリターナブル容器の利用を促進します 

・集団回収など資源化活動をしている市民団体などに対する支援を行います 

・「深谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を着実に実施します 

 

●２-１-（２）分別の促進による処分量の削減 

・分別の徹底を図るため、わかりやすいパンフレットの作成などごみを適正に排出しやす

い環境づくりを行います 

・生ごみは水分が多く含まれていることを広く周知し、水切り運動などの実施を市民に呼

びかけます 

・集団回収など資源化活動をしている市民団体などに対する支援を行います 

・「深谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を着実に実施します 

 

【市民の取組】 

・マイバッグを持参し、過剰包装を断ります 

・使用可能な家具や家電製品をむやみに捨てず、修理して長く使用します 

・資源は適切に分別し、リサイクル活動に努めます 

・ごみ出しルールに基づいた適切な分別方法を守ります 

・雑紙（ミックスペーパー）の回収に協力します 

・水切り運動などに参加し、ごみの排出量抑制に努めます 

・生ごみのたい肥化等のリサイクルに積極的に取り組みます 
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・詰め替え品（リターナブル等）やリサイクル品などを購入するように努めます 

 

【事業者の取組】 

・長期使用可能な商品の開発や販売を行います 

・過剰包装を減らし、ごみの減量化に努めます 

・資源の分別排出や回収を推進します 

・資源ごみの店頭回収を行います 

・エコマーク商品や再生資源・材料など使用を促進するなど、環境に配慮したグリーン購

入に取り組みます 

・ペーパーレス化などを進め発生ごみの減量を行います 

・地域や団体、市が主催する美化活動などに積極的に参加します 

・廃油・食品残渣などの再利用に努めます 

 

 

 

【現状と課題】 

現在、ごみの中間処理や最終処分に関して、熊谷市及び寄居町とともに大里広域市町村圏

組合での処理を行っています。しかし、老朽化している設備もあるため、計画的な設備の更

新や維持管理を実施することで、適切な廃棄物処理を継続する必要があります。また、平成

28（2016）年 4 月に稼働したし尿処理施設である衛生センターは、今後も引き続き効率

的な運用を行うことにより、環境への負荷を抑制する必要がある状況です。 

このほか、市内では家電製品や建築廃材などの廃棄物の不法投棄が散見されていますが、

不法投棄の禁止やポイ捨ての禁止の啓発、パトロール活動の実施などにより、不法投棄に関

する苦情は減少傾向にあります。引き続き不法投棄防止の取組強化を図り、ごみの適正な処

分を進めることが求められています。 

 

 
図４-９ 不法投棄の苦情受付件数の推移  
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基本方針２-２ 適切な廃棄物処理の実施 
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【基本施策】 

●２-２-（１）廃棄物処理設備の整備 

本市は、熊谷市及び寄居町とともに大里広域市町村圏組合を形成し、ごみの広域処理を行

っています。廃棄物の中には、リサイクルが可能な資源物が含まれていますが、適切に処理

するための施設の老朽化が進んでいます。資源を安定して有効活用するためにも、廃棄物処

理施設の計画的な改修・整備は不可欠です。組合と調整しながら処理施設の整備を進めるこ

とで、廃棄物の適正処分を推進し、環境への影響を抑制します。 

 

●２-２-（２）不法投棄などによる未処理廃棄物量の削減 

道路や河川などの公共用地や管理されていない空地などの私有地に不法投棄された廃棄

物が有害なものである場合は、その周辺の土壌や地下水が汚染され、生き物や生態系などへ

影響が出る可能性があります。また、景観上も問題があるため、国や県などの関係機関と連

携しながら不法投棄の防止に取り組むとともに、広報紙などを活用した啓発を行うことによ

り、土地管理の徹底や市民の不法投棄の監視意識の向上を図ります。 

 

【基本方針における重点施策と目標】 

本市では、「深谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」に基づき、廃棄物の中間処理、最

終処分等を実施しています。不法投棄に関する苦情は減少傾向にありますが、不法投棄され

たごみは、景観の悪化や生き物の生息環境への影響が懸念されるため、迅速に対応すること

が必要です。 

そのため、基本方針２－２「適切な廃棄物処理の実施」では、基本施策のうち「不法投棄

などによる未処理廃棄物量の削減」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように

設定しました。 

 

環境指標 

指標名 現状値 

（令和３（2021）年度） 

目標値 

（令和 9（2027）年度） 

不法投棄の苦情受付

件数 
12 件 11 件 

解説・根拠 

市民等からの不法投棄の苦情通報を受付した件数を示す指標です。 

令和３年以前の 5 年間における不法投棄の苦情通報の最も少なか

った件数（12 件）を下まわることを目指し、目標値を設定しまし

た 
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【行政の取組】 

●２-２-（１）廃棄物処理施設の整備 

・大里広域市町村圏組合と調整しながら廃棄物処理施設の計画的な整備・改修を進めます 

・更新された衛生センターの適切な管理を行い、環境への負荷を軽減します 

・広域処理施設による効率的な再資源化を実施します 

・「深谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を着実に実施します 

 

●２-２-（２）不法投棄などによる未処理廃棄物量の削減  

・不法投棄された土地等の所有者への指導・啓発を実施します 

・広報紙などを活用し、土地の管理の徹底や市民の不法投棄の監視意識の向上を図ります 

・地域と連携し、不法投棄の早期発見に努めます 

・国、県などの関係機関と連携し、不法投棄の防止に取り組みます 

・環境美化運動への関心や理解を高め、ごみのポイ捨て防止を図ります 

・不法投棄禁止などの啓発看板を配付します 

・「深谷市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を着実に実施します 

 

【市民の取組】 

・不法投棄に関する意識を高め、不法投棄等を見かけた場合は、監視・通報等に協力します 

・ごみのポイ捨ては行いません 

・ごみ出しのルールやマナーを守り、廃棄物の円滑な処分に協力します 

・地域や団体、市が主催する美化活動などに積極的に参加します 

・土地の適正な管理を行い、不法投棄の未然防止を図ります 

 

【事業者の取組】 

・産業廃棄物は適正に処理・処分を行い、最終処分まで監視・確認します 

・資源の分別排出・回収を推進します 

・発生したごみは分別を徹底し、再利用できるものは再利用します 

・ペットボトルやトレーなどのリサイクル可能なごみの店頭回収を実施します 

・地域や団体、市が主催する美化活動などに積極的に参加します 

・事業系の一般廃棄物について、適切に排出します 

・土地の適正な管理を行い、不法投棄の未然防止を図ります  
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基本目標３ 自然が守られるまちづくり 

≪基本方針≫                             

 

 

 

 

 

≪関連するＳＤＧｓ目標≫ 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

本市には、緑豊かな田園風景が広がり、櫛引地区及び櫛挽地区には防風林も見られ、仙元

山公園や鐘撞堂山などの緑にも恵まれています。他にも青淵公園やほたるの里公園、畠山重

忠公史跡公園など、自然や歴史を感じる公園も多くあります。 

これらの公園・緑地は、市民の憩いのスペースになるとともに、生き物にとっても貴重な

生息地となります。そのため、これらの環境を適正に保全することが重要です。 

 

【基本施策】 

●３-１-（１）自然緑地の適正管理、公園等の緑地の保全 

緑豊かな自然や公園は市民にとって安らぎをえる空間となるため、保全していくことが大

切です。また、近年多くなっている空地や耕作放棄地についても、所有者に適正な指導を行

い、雑草などによる周辺への影響を防止するよう取組に努めます。  

 

●３-１-（２）水辺の環境保全の推進 

荒川や利根川に通じる中小の河川や水路、その周辺の水辺については、適切に管理するこ

とで市民の憩いの場となります。また、水辺の生き物の貴重な生息地でもあるため、市民や

事業者と協力して保全活動を推進します。 

 

【基本方針における重点施策と目標】 

本市は、大きな河川や水辺、その周辺に広がる田畑や緑など自然環境に恵まれているため、

自然環境や市民が親しめる憩いの場である公園を適切に保全することが重要です。 

そのため、基本方針３－１「自然やみどりの環境の保全」では、基本施策のうち「自然緑地

の適正管理、公園等の緑地の保全」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように

設定しました。  

基本方針３-１ 自然やみどりの環境の保全 

３-１ 自然やみどりの環境の保全 

３-２ 生き物の多様性の保全 
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環境指標 

指標名 現状値 

（令和３（2021）年度） 

目標値 

（令和 9（2027）年度） 

市内の公園面積 147.84ha 156.53ha 

解説・根拠 

身近にある自然と親しめ、憩いの場である市内全体の公園面積を示

す指標です。 

深谷市緑の基本計画における令和１1(2029)年度整備目標値

（157.58ha)を基に、目標値を設定しました。 

 

【行政の取組】 

●３-１-（１）自然緑地の適正管理、公園等の緑地の保全  

・緑地の保全や緑化を推進します 

・ボランティアを活用し森林を保全します 

・防風林、雑木林等の林地を保全します 

・遊歩道や公園等を適正に管理します 

・遊休農地の解消に努めます 

・空地等の管理について指導します 

 

●３-１-（２）水辺の環境保全の推進 

・河川・水辺の環境保全と維持管理をします 

・市民等による河川等の清掃活動を支援します 

・河川・水路等の維持・整備をします 

 

【市民の取組】 

・河川や水路にごみを捨てません 

・河川や水路等の清掃活動や美化活動、自然に親しむ活動などに積極的に参加します 

・生け垣づくりや庭木の植樹に努めるとともに、敷地内の緑を適切に管理します 

・所有地の雑草や樹木の植栽管理を適切に実施します 

・環境保全に関するボランティア活動へ積極的に参加します 

 

【事業者の取組】 

・河川や水路等の清掃活動や美化活動、自然に親しむ活動などに参加・支援します 

・市や地域で行う緑地管理に協力します 

・地下水の汲み上げを極力抑制します 

・耕作放棄地の解消など、農地の有効活用に努めます  
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【現状と課題】 

本市には、大小さまざまな河川や公園・森林・農地など多様な生物の生息環境が存在して

います。外来生物の防除、希少種の保全、農薬の適正な使用、不法飼育の防止などによって、

こうした地域固有の生態系を守っていくことが必要です。 

近年、海外との人や物の活発な移動に伴い、もともと地域に生息していなかった外来生物

が生態系に悪影響を与える事例が増加しています。身近なところではミドリガメ、アメリカ

ザリガニ、ブラックバス、アライグマ、オオブタクサ、オオキンケイギク、クビアカツヤカ

ミキリなどの動植物があげられ、その繁殖力の強さや在来生物を捕食してしまうことが大き

な問題となっています。 

国ではこうした外来生物のうち特に影響の大きなものを特定外来生物と定め、その飼養、

栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、防除を行うこととしています。 

埼玉県では、野生化したアライグマによる生態系や農林水産業などへの被害を防ぐため、

「埼玉県アライグマ防除実施計画」を定め、対策を行っています。市ではこの計画に基づき

アライグマの捕獲を行っていますが、市内で捕獲されたアライグマの頭数やクビアカツヤカ

ミキリは年々増加しており、捕獲が増加数に追いついていない現状です。  

 

【基本施策】 

●３-２-（１）地域の生態系の保全 

豊かな自然環境は生き物が生息するうえで、必要な環境となっています。生き物やその生

息地を守り、本市の特徴である豊かな自然の保全につなげます。 

 

●３-２-（２）特定外来生物対策 

本市でも、特定外来生物の侵入による農作物等の被害や生態系への悪影響が生じているこ

とから、特定外来生物への対策を推進します。 

 

【基本方針における重点施策と目標】 

近年では外来生物や鳥獣による被害が発生し、市民からも対策についての要望が多く寄せ

られています。こうした外来生物への対策には、これまでの取組のような自然を保護する考

え方のみでなく、外来生物等の捕獲・駆除、生息環境となる空地等を適切に管理することに

より、在来生物を保護することが可能となります。 

そのため、基本方針３－２「生き物の多様性の保全」では、基本施策のうち「特定外来生

物対策」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように設定しました。 

  

基本方針３-２ 生き物の多様性の保全 
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環境指標 

指標名 現状値 

（令和３（2021）年度） 

目標値 

（令和 9（2027）年度） 

アライグマによる 

農作物被害面積 
222a 101a 

解説・根拠 

アライグマの捕獲により農地への被害面積の増加を抑え、在来生

物を保護し、優良な農地の保全を図る指標です。 

 

【行政の取組】 

●３-２-（１）地域の生態系の保全 

・市内の希少動物の保全に努めます 

・生き物が生息できる自然環境（水辺、自然公園等）の保全に努めます 

・動植物の保全・保護について、啓発します 

・自然観察会や環境学習の場・機会を確保します 

・埼玉県レッドデータブック※を啓発します 

・農薬に関する情報の普及促進に努めます 

・「深谷市鳥獣被害防止計画」を着実に実施します 
※埼玉県レッドデータブックとは、県内で絶滅の恐れのある動植物をリストアップし、その現状をまとめた

ものです。 

 

●３-２-（２）特定外来生物対策  

・特定外来生物に関する情報を提供します 

・アライグマを捕獲し、農作物等被害の根絶を目指します 

・特定外来生物の防除方法について情報を提供します 

・特定外来生物による被害の情報を集めます 
 

【市民の取組】 

・生き物の生息場所の清掃活動や保全活動などに参加します 

・自然観察会や環境学習などに参加します 

・希少な生き物に関する目撃情報などを提供します 

・ペットを適正に管理します 

・特定外来生物は移動させません 

・特定外来生物は、市内に持ち込みません 

 

【事業者の取組】 

・生息地となる緑地の保全に努めます 

・生態系の保全に努めます 

・市民や行政による生き物の生息地保全の活動に協力します 

・農薬・肥料を適正に使用し、環境に配慮した農業活動に努めます  
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基本目標４ 健康で安全に暮らせるまちづくり 

≪基本方針≫                             

 

 

 

 

 

≪関連するＳＤＧｓ目標≫ 

 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

●大気汚染

過去の高度経済成長の時期には、製造業等の事業場からの排煙などによる大気汚染が大き

な問題となっていましたが、法令の制改定や監視の強化、総量規制の導入等により、現在は

状況が改善されています。 

県は、市内にある 2 地点（桜ヶ丘小学校、深谷商業高校）の測定局で二酸化窒素、浮遊

粒子状物質（SPM）などの大気汚染常時監視を実施しています。 

また、有害物質の一つとして、ダイオキシン類が挙げられます。本市では、平成 10（1998）

年度に国が行った調査で、熊谷工業団地周辺の大気中のダイオキシン類濃度が環境基準値を

超えて検出されたことを契機としてダイオキシン類対策が始まりました。 

ダイオキシン類は、分解されにくい特徴があり、微量でも高い毒性を有しています。本市

では、「深谷市ダイオキシン類の排出を抑制する条例」を制定し、熊谷市と共に具体的な削

減対策を進め、大気中のダイオキシン類濃度は、環境基準値を大きく下回っています。 

本市では、年間４回、市内各所で大気中のダイオキシン類濃度を調査しています。 

●水質汚濁

本市では、2 つの大きな河川の水系が存在し、北部を利根川、南部を荒川が流れています。 

利根川には小山川が合流し、その小山川には唐沢川、清水川、志戸川等が流れ込んでいま

す。 

また、福川は西から東へ流れ、利根川に流れ込みます。一方、荒川には、吉野川等が流れ

込んでいます。 

BOD（生物化学的酸素要求量）は、生活排水や産業活動から排出される有機物質による

水質汚濁の度合いの指標となるものです。かつては、工場や事業場からの排水が水質汚濁の

原因でしたが、近年は規制や監視の強化により工場や事業場からの汚濁負荷は減少し、家庭

基本方針４-１ 安全な生活環境の保全 

４-１ 安全な生活環境の保全 

４-２ 心休まる環境の保全 
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の生活排水が水質汚濁の主な原因になっています。 

公共下水道や集落排水への接続率及び合併処理浄化槽の普及率の向上により、さらなる水

質改善を進める必要があります。 

 

図４-10 環境基準適用河川の年度別ＢＯＤ平均値 
 

【基本施策】 

●４-１-（１）湧水・地下水・土壌などの環境の保全 

生活環境を保全するため、河川や湖沼に対しては「環境基本法」に基づく水質汚濁に係る

環境基準の水域類型が定められています。本市では、福川（利根川に合流）、下唐沢川（唐

沢川に合流）において定期的に水質調査を行っています。 

地下水については、市民や事業者にとっての貴重な水源となっていることから、その水質

保全を進めます。 

また、近年頻発しているゲリラ豪雨などによる道路や住宅の冠水等が発生しないよう、地

下への浸透対策等を通じて安全な生活環境の保全を推進します。 

なお、災害時における災害廃棄物については、生活環境の保全と公衆衛生の確保を図るた

め、国や県などの関係機関と連携しながら適切な処理を行います。 

 

●４-１-（２）健康を脅かす有害物質等の監視 

有害物質は、人の健康や動植物の生態系に大きな影響を及ぼすため、法令に基づく基準の

遵守や排出削減に向けた取組を進めるとともに、正しい情報の共有を図ります。 

 

【基本方針における重点施策と目標】 

本市には 2 つの大きな河川と、その河川に注ぐ小さな河川や水路等の水辺が多く存在し

ています。こうした水辺は市民の憩いの場となるとともに、生き物にとっても貴重な生息環
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境となっており、水辺を保全するためにその水質を保全することが重要になります。 

そのため、基本方針４－１「安全な生活環境の保全」では、基本施策のうち「湧水・地下

水・土壌などの環境の保全」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように設定し

ました。 

 

環境指標 

指標名 現状値 

（令和３（2021）年度） 

目標値 

（令和 9（2027）年度） 

河川水質環境基準 

(BOD)達成率 
0.0％ 100％ 

解説・根拠 

市内４カ所で実施する河川水質調査において、河川水質基準

（BOD 3mg/ℓ以下）を達成した箇所の割合で、公害対策が推進

されていることを測る指標です。 

全ての測定地点で河川水質基準の達成を目指し、目標値を設定し

ました。 

 

【行政の取組】 

●４-１-（１）湧水・地下水・土壌などの環境の保全  

・河川水質の監視と事故時の対応をします 

・県と連携し、事業者からの排水に対する管理と指導をします 

・土壌・地下水汚染を監視します 

・豪雨時の排水能力確保と氾濫防止をします 

・雨水等の地下浸透による地下水涵養を促進します 

・県と連携し、家畜排せつ物の適正な処理を指導します 

・浄化槽などの適正利用を推進し、生活排水対策を進めます 

・「深谷市災害廃棄物処理計画」に基づき、災害廃棄物の適正な処理を行います 

 

●4-1-（2）健康を脅かす有害物質等の監視 

・環境中のダイオキシン類濃度の監視及び発生抑制対策を推進します 

・国・県と連携し、有害化学物質の監視や適正管理を推進します 

・国・県と連携し、有害廃棄物の適正な処分を推進します 

・放射性物質の測定と公表を実施します 
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【市民の取組】 

・台所などで油などを直接排水しないようにします 

・ごみなどの野外焼却はしません 

・公共下水道や集落排水への接続や合併処理浄化槽の適正な維持管理を行います 

・除草剤や殺虫剤は適切に使用します 

・自宅からのごみ等の悪臭を発生させないようにします 

・河川での清掃活動等に積極的に参加します 

・洗剤の使用量を減らすとともに、合成洗剤の使用はできるだけ控えます 

・雨水を利用し、散水の利用に努めます 

 

【事業者の取組】 

・排水基準を遵守します 

・化学物質を適正に使用し、漏洩事故の発生を防止します 

・有害廃棄物を適正に処分します 

・農地やゴルフ場など農薬の適正使用や抑制に努めます 

・家畜排せつ物等の適正管理に努めます 

・環境関連の情報や測定データ公表に努めます 

・事業活動に伴う悪臭の発生を防止します 

・騒音・振動・悪臭など公害防止対策として公害防止設備の導入や適正管理に努めます 

・事業場内の排水設備を適切に管理します 

・雨水を利用し、散水の利用に努めます 

 

 

 

 

 

  

河川の清掃活動 花園野球スポーツ少年団 
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【現状と課題】 

●騒音・振動・悪臭 

私たちの周りには、様々な音が存在しますが、その感じ方は人により差異があります。一

般的には、音の大小にかかわらず、個人が不快と感じる音は騒音といわれます。 

最近では、法令で規制されない一般家庭の室外機なども騒音と捉えられてきています。さ

らに、超低周波音（通常、人には知覚できないが、共鳴などを引き起こす原因となる） に

より、発生源から離れた場所で窓がガタガタする、圧迫感が感じられるなどの現象を引き起

こす問題も発生しています。また、振動に関しては事業場や建設作業によるものが主要な原

因となっています。 

騒音・振動の苦情は、工場や事業場、建設作業現場、飲食店の駐車場での話し声、車の走

行音、カラオケの音などに関するものです。 

本市では、市内の主要な道路交通地点において自動車騒音測定を行い、状況を監視してい

ます。また、工場、事業場及び建設工事に伴う騒音・振動については、騒音規制法、振動規

制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づいて指導をしています。 

悪臭に関しては、工場や事業場からのもの、工場排水や生活排水による河川等での水質悪

化によるもの、農業活動での肥料や家畜の排せつ物によるものがあります。 

騒音・振動・悪臭の苦情は、ご近所トラブルに起因する感情的な対立が原因となることも

多く、法令に基づく指導のみならず、個々の事例に応じて苦情者と原因者の心情に配慮した

仲裁的な対応も必要とされています。 

 

【基本施策】 

●４-２-１ 空気のきれいさ・静けさなどの生活環境の保全 

空気がきれいで静かな環境は、自然が豊かな本市の特徴の１つです。一方で全国的に空き

家・空き地が増加し、管理されない空き家は、安全性の低下や公衆衛生の悪化など生活環境

への悪影響が懸念されています。市民からも、こうした環境の維持が重要であるとの意見が

多く寄せられており、安らぎを与える生活環境を保持していくことが求められています。 

 

【基本方針における重点施策と目標】 

本市の豊かな自然に囲まれた環境は、空気のさわやかさや環境の静けさなど、従来満足で

きるものであったと考えられます。しかし、近年は自動車の増加や生活騒音などの増加によ

り、生活環境に影響が出ています。 

市民意識調査の結果からも、周辺の環境において空気のきれいさや環境の静けさを重要と

する意見があり、適切な環境を保全していくことが大切です。 

そのため、基本方針４－２「心休まる環境の保全」では、基本施策のうち「空気のきれいさ・

静けさなどの生活環境の保全」を重点施策とし、その環境指標について、以下のように設定

しました。 

基本方針４-２ 心休まる環境の保全 
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環境指標 

指標名 現状値 

（令和３（2021）年度） 

目標値 

（令和 9（2027）年度） 

公害苦情相談処理率 60％ 100％ 

解説・根拠 

公害苦情の相談に対し、解決に至った割合を示す指標です。 

全案件について解決することを目指し、目標値を設定しました。 

 

【行政の取組】 

●４-２-（１）空気のきれいさ・静けさなどの生活環境の保全  

・県と連携し、大気汚染状況の監視をします 

・騒音・振動・悪臭の発生源への適切な指導等を実施します 

・自動車騒音の監視をします 

・野外焼却パトロールの実施、行為者へ指導します 

・スズメバチ等、衛生害虫の対策を進めます 

・生活環境などに悪影響を及ぼす空き家対策を進めます 

・砂ぼこり対策を推進します 

 

【市民の取組】 

・周辺への騒音に配慮し、特に夜間の騒音発生を控えます 

・野外焼却はしません 

・エコカーの利用に努めます 

・空き家・空き地の見守り活動など、空き家対策に協力します  

 

【事業者の取組】 

・事業活動による大気汚染を防止するため、体制整備や設備維持に努めます 

・事業活動による騒音・振動・悪臭の発生抑制に努めます 

・苦情や相談については、速やかにかつ適切な対応に努めます 

・建設工事では、環境配慮型の工法を採用します 

・家畜排せつ物の適正管理により、悪臭発生を抑制します 

・事業で使用する機器は、低騒音型・低振動型建設機械の利用に努めます 

・事業敷地内の緑化に努めます 

・専門的な情報提供など、空き家・空き地対策に連携・協力します 
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基本目標５ 協働で環境を守るまちづくり 

≪基本方針≫                             

 

 

 

 

 

≪関連するＳＤＧｓ目標≫ 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

環境保全活動を効果的に進めていくためには、市民、事業者及び行政が一体となった協働

の取組を進め、環境問題への関心を高めていくことが重要になります。 

また、環境問題への関心の向上については、環境教育・学習の機会を増やし、自然とのふ

れあいなどの機会を増やす必要があります。 

本市では、市民をはじめ市民団体、事業者と行政が手を取り合い、それぞれが持てる力を

最大限に発揮し、市民全員の力を生かすことによって「住み良い、魅力的なまち」を目指し

ます。 

 

表４-８ 啓発事業の実施状況 

  

令和３年度

緑のカーテンコンテスト 79件

家庭部門 61件

団体部門 18件

環境エコ川柳コンテスト

一般参加者数 820人

応募句数 1,236句

小中学生参加者数 170人

応募句数 226句

環境ポスターコンテスト応募者数 1,146人

小学校部門 869人

中学校部門 277人

啓発事業

基本方針５-１ 環境への関心の喚起と環境情報の提供 

５-１ 環境への関心の喚起と環境情報の提供 

５-２ 各主体間の連携強化と環境保全活動の実施 
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【基本施策】 

●５-１-（１）学校や市民への環境学習機会の確保 

良好な環境を維持するためには、各主体の取組を支援するとともに学校教育や生涯学習に

おける環境教育の充実を図ります。 

 

●５-１-（２）環境情報ツールの普及促進 

環境に対する理解や関心を高めるため、イベント実施時などさまざまな機会をとらえ、情

報を発信します。 

 

【基本方針における重点施策と目標】 

市民意識調査の結果から、環境教育や環境活動への参加機会の確保についてどちらともい

えない人の割合が最も多く、今後、さらなる取組が求められています。 

そのため、基本方針５－１「環境への関心の喚起と環境情報の提供」では、基本施策のう

ち「学校や市民への環境学習機会の確保」を重点施策とし、その環境指標について、以下の

ように設定しました。 

 

環境指標 

指標名 現状値 

（令和３（2021）年度） 

目標値 

（令和 9（2027）年度） 

市内小・中学校にお

け る エ コ ラ イ フ

DAY の参加実施率 

96.7％ 100% 

解説・根拠 

埼玉県と県内の各市町村、学校、事業所等が協力・連携して実施す

るエコライフ DAY への市内小・中学校における参加率であり、簡

単なチェックシートを利用し、省エネ・省資源など環境に配慮した

生活を 1 日実践することにより、地球温暖化防止のためのライフ

スタイルを見直すきっかけづくりを示す指標です。 

毎年度、市内全小・中学校の参加を目指し、目標値を設定しました。 

 

【行政の取組】 

●５-１-（１）学校や市民への環境学習機会の確保  

・学校等における環境教育、環境学習を促進します 

・環境に関するイベントの実施を推進します 

・自然とのふれあいや環境学習の場・機会を確保します 

・学校等においてガーデニングを推進します 

・環境アドバイザー等の活用を推奨します 
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●５-１-（２）環境情報ツールの普及促進 

・環境に関する資料や情報を提供します（啓発パンフレット等） 

・ホームページや SNS 等を活用して環境情報を発信します 

・イベント実施時に環境に関する PR 活動を実施します 

・環境コンテストを実施します 

・市民アンケート等を通じて、環境に関する意見の把握に努めます 

 

【市民の取組】 

・環境に関連するシンポジウム、セミナー、体験学習などに積極的に参加します 

・環境情報への関心を深めます 

・学校における環境関連行事へ家族も一緒に参加します 

・環境活動に参加します 

 

【事業者の取組】 

・環境保全に関する情報収集に努めます 

・事業者間で、環境情報の共有を図ります 

・従業員が環境学習やイベント等に参加できる環境づくりを促進します 

・事業活動における環境配慮等について情報発信します 

・環境教育や環境保全活動に協力します 

 

 

 

  

2022 年作成 

小中学生向け 環境啓発動画 
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【現状と課題】 

本市では「深谷市市民協働指針」を策定し、市民をはじめ市民団体、事業者と行政が連携

して、まちづくりにおける活動を協働によって進めています。 

環境保全に関する協働の取組については、これまで河川の美化活動を実施する団体への支

援や講習会を開催し、また、循環型社会の形成の一助として、集団回収などの資源化活動を

している市民団体などに対する支援を行っていますが、環境問題はより多様化していること

から、各主体がそれぞれの能力を発揮した取組が求められます。 

そのため、各主体が共通の認識を持ち、それぞれの役割を果たすことが必要です。  

 

【基本施策】 

●５-２-（１）人づくりやネットワーク構築の支援 

環境保全の効果的な推進には、市民、事業者及び行政のそれぞれの役割の下、進めていく

必要があります。市民や事業者からもこうした枠組みの構築を推進するべきという意見が多

く寄せられており、各主体の情報交換や連携による活動を支援し、環境保全活動の活性化を

進めていきます。 

 

●５-２-（２）環境保全活動の開催、関連団体への支援 

地域の環境保全では、市民・事業者による自主的な活動も大きな役割を担っています。活

動する団体により、目的や構成員の状況、地域の実情が異なるため、それぞれの団体に応じ

た適切な支援を行うことにより、効率的な活動が実施できると考えられます。 

こうした地域での環境保全活動を開催し、地域一体となった活動を進めていきます。 

 

【基本方針における重点施策と目標】 

目指すべき環境のすがたを実現するためには、各主体間の連携を強化し協働の取組を進め

ていくことが重要です。市民意識調査の結果からも、こうした枠組みの構築についての重要

性が認識される結果となっています。 

そのため、基本方針５－２「各主体間の連携強化と環境保全活動の実施」では、基本施策

のうち「環境保全活動の開催、関連団体への支援」を重点施策として、その環境指標につい

て、以下のように設定しました。 

  

基本方針５-２ 各主体間の連携強化と環境保全活動の実施 
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環境指標 

指標名 現状値 

（令和３（2021）年度） 

目標値 

（令和 9（2027）年度） 

集団資源回収量 1,809t 3,150t 

解説・根拠 

深谷市リサイクル活動推進奨励金交付要綱に定める登録団体にお

ける集団資源回収量で有価物の資源化を測る指標です。 

深谷市第２次総合計画後期基本計画における令和９(2027)年度

目標値（3,150ｔ）を踏まえ、目標値を設定しました。 

 

【行政の取組】 

●５-２-（１）人づくりやネットワーク構築の支援 

・各主体における環境保全活動の連携を推進します 

・市民や各種環境保全活動を実施する団体とのネットワーク構築支援をします 

・環境教育の指導者の育成に関する情報を提供します 

 

●５-２-（２）環境保全活動の開催、関連団体への支援  

・学校、自治会などの集団資源物回収の取組を支援します 

・ごみゼロ運動の実施を支援します 

・学校等においてガーデニングを推進します 

・環境アドバイザー等の活用を推奨します 

・アダプト制度を推進します 

 

【市民の取組】 

・地域での環境保全活動に積極的に参加します 

・集団回収などに積極的に参加します 

・地域での環境美化活動に積極的に参加します 

・市と協力して、環境団体及び行政との相互の交流や情報交換に努めます 

・地域の自然に興味を持ち、自然の役割について理解を深めます 

 

【事業者の取組】 

・地域での環境保全活動に積極的に参加します 

・地域での環境美化活動に積極的に参加します 

・環境保全活動団体の支援に努めます 

・市民や行政との交流や情報交換を通じた連携に努めます 
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第５章 計画の推進・進行管理 

 １ 各主体の役割 

本計画において、目指すべき環境のすがたを実現するために、市民、事業者及び行政がそ

れぞれの立場に応じて、連携しながら協働の取組を進めていくことが求められます。 

 

 

 

 

 

市民 

 

○日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めます。 

○環境の保全に努めるとともに、行政が実施する環境の保全に関する施策を事

業者と協働で実施します。 

 

事業者 

 

○事業活動に伴う公害を防止し、自然環境の保全に努めます。 

○事業活動に伴う廃棄物を適正に処理します。 

○事業活動に伴う環境への負荷の低減に努めます。 

○環境の保全に努めるとともに、行政が実施する環境の保全に関する施策を

市民と協働で実施します。 

行政 

 

○環境の保全に関し、地域の自然的社会条件に応じた総合的かつ計画的な施策

を策定し、実施します。 

○市民、事業者と連携し、協働で環境活動を実施します。 
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 ２ 市と各主体との連携   

 

 

 ３ 計画の進行管理 

本計画が円滑に進行することを管理するため、施策の内容に関して、計画策定から具体的

な行動の実施・運用・点検・評価・見直しまでの流れを、以下の計画（Plan）→ 実施（Do）

→点検・評価（Check）→ 見直し（Action）による PDCA サイクルにより進行管理して

いきます。  

 なお施策の進捗管理の一環として、本計画で記載されている基本方針に対応した数値目標

を設定し、この達成状況を定期的に評価することとします。 

また、計画及び各施策の見直しについては、必要に応じて行うこととします。 
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資料編 

１ 計画の策定経過 

令和３年 11 月 ２日 第１回策定検討委員会 開催 

 
11 月 16 日 第１回深谷市環境審議会 開催 

12 月       深谷市環境基本計画に関する調査 実施 

令和４年 ４月 21 日 第２回策定検討委員会 開催 

 ５月 16 日 第２回深谷市環境審議会 開催 

 ６月 28 日 第３回策定検討委員会 開催 

 

７月 14 日 第３回深谷市環境審議会 開催 

10 月 18 日 第４回策定検討委員会 開催 

11 月 １日 第４回深谷市環境審議会 開催 

12 月    パブリックコメントの実施 

令和５年 1 月 13 日 第５回庁内策定委員会 開催 

 1 月 2４日 第５回深谷市環境審議会 開催 

 3 月 深谷市環境基本計画 策定 

 

２ 深谷市環境審議会名簿 

区 分 氏 名 団体名及び役職名 

識見を有する者 
内山 俊一 埼玉工業大学 学長 

中村 公雄 深谷市人材バンク 

関係団体の代表者 

新井 斉 深谷市自治会連合会 岡部支会長 

市川 真理子 深谷市 PTA 連合会 会長 

竹花 裕美子 (財)埼玉県生態系保護協会 生態系保護指導員 

南 初枝 深谷市連合婦人会 会長 

関係行政機関の職員 
小山 省吾 埼玉県北部環境管理事務所 所長 

柳川 喜秋 深谷警察署 生活安全課長 

事業所の代表者 

新井 進二 深谷商工会議所 副会頭 

山縣 史 深谷工業連絡会 

小久保 栄一 ふかや農業協同組合代表理事専務 

清水 健一 ふかや市商工会副会長 

その他 

市長が特に必要と認めた者 

清水 佳子 深谷市人材バンク 

角江 紘一 深谷市人材バンク(埼玉環境カウンセラー協会理事) 
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３ 条例等 

（１）深谷市環境基本条例 

 

平成 18 年 1 月 1 日 

条例第 163 号 

 

改正 

平成 22 年 9 月 30 日条例第 23 号 

 

目次 

第 1 章 総則(第 1 条―第 6 条) 

第 2 章 環境の保全に関する基本的施策等(第 7 条―第 20 条) 

第 3 章 環境の保全に関する推進体制(第 21 条―第 23 条) 

第 4 章 環境審議会(第 24 条) 

附則 

 

第 1 章 総則 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、環境の保全(環境の創造を含む。以下同じ。)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

基本となる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「環境への負荷」とは、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 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動

に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、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。)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恵み豊かな環境を享受するとともに、

安全で健康かつ文化的な生活を将来にわたって維持することができるように推進されなけ
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ればならない。 

2 環境の保全は、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が構築

されるように、すべての者の取組によって推進されなければならない。 

3 環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることから、日常生活及

び事業活動において、地球環境にも配慮した自発的な取組により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

に関し、地域の自然的社会的条件に応じた総合的かつ計画的な施策を策定し、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、又は自然環境を適正に保全するために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、その事業活動を行うに当たっては、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措

置を講ずる責務を有する。 

3 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、環境の保全上の支障

を防止するため、次に掲げる事項に努めなければならない。 

(1) 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

低減に資すること。 

(2) 再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用すること。 

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、その事業活動について、

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、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなけ

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、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。 

 

第 2 章 環境の保全に関する基本的施策等 

 

(環境への配慮の優先) 

第 7 条 市は、すべての施策の策定及び実施に当たり、環境への配慮を優先し、環境への負

荷の低減その他の環境の保全のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。 
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(環境基本計画) 

第 8 条 市長は、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、環境の保全

に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。 

2 環境基本計画は、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及び施策の大綱 

(2) その他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、環境基本計画を策定するに当たっては、市民の意見が反映されるように必要な措

置を講ずるとともに、深谷市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければな

らない。 

4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

5 前 2 項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 

(環境基本計画との整合) 

第 9 条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、

環境基本計画との整合を図らなければならない。 

 

(報告書の作成等) 

第 10 条 市長は、毎年、環境の状況、環境の保全に関する施策の実施状況等について、報

告書を作成し、公表するものとする。 

 

(環境の保全上の支障を防止するための規制の措置) 

第 11 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。 

 

(助成措置等) 

第 12 条 市は、環境の保全について、特に必要があると認めるときは、適正な助成その他

の措置を講ずるものとする。 

 

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用促進) 

第 13 条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利

用が促進され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、市民及び事業者が環境の保全について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、環境の保全に関する教育及び学

習の振興その他必要な措置を講ずるものとする。 
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(自発的な環境保全活動の促進) 

第 15 条 市は、市民、事業者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。)が行う環境の保全に関する自発的活動が促進されるように必要な措置を講ずるもの

とする。 

 

(情報の提供) 

第 16 条 市は、第 14 条の環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに前条の環境の保

全に関する自発的活動の促進に資するため、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。 

 

(情報の収集及び調査の実施) 

第 17 条 市は、環境の状況の把握又は環境の保全に関する施策に資するため、環境の保全

に関する情報の収集及び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、環境の状況を的確に把握するために必要な監視、測定等の体制の整備に努

めるものとする。 

 

(市民の意見の反映) 

第 19 条 市は、環境の保全に関する施策に市民の意見を反映できるように必要な措置を講

ずるものとする。 

 

(地球環境の保全) 

第 20 条 市は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に資する施策 

を推進するものとする。 

 

第 3 章 環境の保全に関する推進体制 

 

(推進体制の整備) 

第 21 条 市は、環境の保全に関する施策を総合的に調整し、及び推進するために必要な体 

制の整備を図るものとする。 

 

(国、県及び他の地方公共団体との協力) 

第 22 条 市は、環境の保全に関し、広域的な取組を必要とする施策の策定及び実施に当た 

っては、国、県及び他の地方公共団体と協力して推進するものとする。 

 

(民間団体等との連携) 

第 23 条 市は、環境の保全に関する施策を効果的に推進するために、民間団体等の参加及 
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び協力を求めるとともに、これらのものとの連携を図るものとする。 

 

第 4 章 環境審議会 

 

(審議会) 

第 24 条 環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)第 44 条の規定に基づき、審議会を置く。 

2 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 環境基本計画に関する事項 

(2) その他環境の保全に関する基本的事項 

3 審議会は、委員 20 人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 識見を有する者 

(2) 関係団体の代表者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 事業所の代表者 

(5) その他市長が特に必要と認めた者 

4 委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

5 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 18 年 1 月 1 日から施行する。 

 

附 則（平成 22 年 9 月 30 日条例第 23 号抄） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め 

る日から施行する。 

(1)及び(2) 略 

(3) 第 10 条の規定 平成 23 年１月 30 日 
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（２）深谷市環境審議会規則 

 

平成 18 年１月１日規則第 125 号 

 

（趣旨） 

第 1 条 この規則は、深谷市環境基本条例（平成 18 年深谷市条例第 163 号）第 24 条第 

5 項 

の規定に基づき、深谷市環境審議会（以下「審議会」という。）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 1 人及び副会長 1 人を置く。 

2 会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第 3 条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席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。 

4 委員は、自己等の利害に直接関係のある事項を審議する場合は、議事に加わることがで 

きない。 

 

（関係者の出席） 

第 4 条 審議会は、特に必要があると認めるときは、関係者に資料の提出又は会議への出席 

を求め、その説明又は意見を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第 5 条 審議会の庶務は、環境保全主管課において処理する。 

 

（その他） 

第 6 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 18 年１月１日から施行する。 
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４ アンケート調査結果 

（１）目的 

深谷市環境基本計画の見直しに当たり、市民、事業者の皆様と生活をされる中で、お住

まいの地域や市全域に関して日頃感じておられる事をお聴きし、計画に反映できるよう実

施するものです。 

 

（２）市民アンケート調査 

(a) 調査対象 深谷市に居住する 18 歳以上の男女 2,000 人 

(b) 抽出方法 大字ごとに案分し、住民基本台帳データから無作為に抽出 

(c) 調査方法 郵送配布・郵送回収 

(d) 調査期間 令和３（2021）年 12 月１日～12 月 28 日 

(e) 回 収 数 971 人（回収率 48.6％） 

 

（３）事業者アンケート調査 

(a) 調査対象 深谷市内の 300 事業者 

(b) 抽出方法 排出事業者から無作為に抽出 

(c) 調査方法 郵送配布・郵送回収 

(d) 調査期間 令和３（2021）年 12 月１日～12 月 28 日 

(e) 回 収 数 147 事業者（回収率 49.0％） 
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（４）回答者の属性（市民アンケート） 

１－１ 性別について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 年齢について 

 

 

  

１．男性 451人 46%
２．女性 500人 51%
３．回答しない 8人 1%
無回答 12人 1%

計 971人 100%

１．10代 16人 2%
２．20代 75人 8%
３．30代 103人 11%
４．40代 151人 16%
５．50代 155人 16%
６．60代 222人 23%
７．70代以上 237人 24%
無回答 12人 1%

計 971人 100%

１．男性, 451

人, 46%２．女性, 500

人, 52%

３．回答しない, 

8人, 1%

無回答, 12人, 

1%

１．10代, 16人, 

2%

２．20代, 75人, 

8%

３．30代, 103

人, 11%

４．40代, 151

人, 15%

５．50代, 155

人, 16%

６．60代, 222

人, 23%

７．70代以上, 

237人, 24%

無回答, 12人, 

1%
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１－３ 居住地区について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．深谷地区 246人 25%
２．藤沢地区 65人 7%
３．幡羅地区 134人 14%
４．明戸地区 26人 3%
５．大寄地区 28人 3%
６．八基地区 21人 2%
７．豊里地区 23人 2%
８．上柴地区 109人 11%
９．南地区 37人 4%
１０．岡部地区 115人 12%
１１．川本地区 73人 8%
１２．花園地区 79人 8%
無回答 15人 2%

計 971人 100%

１．深谷地区, 

246人, 25%

２．藤沢地区, 

65人, 7%

３．幡羅地区, 

134人, 14%

４．明戸地区, 

26人, 3%５．大寄地区, 

28人, 3%

６．八基地区, 

21人, 2%

７．豊里地区, 

23人, 2%

８．上柴地区, 

109人, 11%

９．南地区, 37

人, 4%

１０．岡部地区, 

115人, 12%

１１．川本地区, 

73人, 7%

１２．花園地区, 

79人, 8%

無回答, 15人, 

2%
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１－４ 住居の形態について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－５ 職業について 

 

 

 

 

 

 

１．戸建住宅（持ち家） 817人 84%
２．戸建住宅（民間賃貸） 27人 3%
３．集合住宅（持ち家） 23人 2%
４．集合住宅（民間賃貸） 79人 8%
５．公営住宅（賃貸） 6人 1%
６．その他 6人 1%
無回答 13人 1%

計 971人 100%

１．農業 32人 3%
２．林業 0人 0%
３．水産業 0人 0%
４．自営業 74人 8%
５．会社員・団体職員 262人 27%
６．公務員、教員 40人 4%
７．パート・アルバイト 168人 17%
８．学生 30人 3%
９．家事専従 126人 13%
１０．無職 195人 20%
１１．その他 31人 3%
無回答 13人 1%

計 971人 100%

１．戸建住宅

（持ち家）, 817

人, 84%

２．戸建住宅

（民間賃貸）, 

27人, 3%

３．集合住宅（持

ち家）, 23人, 2%

４．集合住宅

（民間賃貸）, 

79人, 8%

５．公営住宅（賃

貸）, 6人, 1%

６．その他, 

6人, 1% 無回答, 13人, 
1%

１．農業, 32人, 3% ２．林業, 0人, 0%

３．水産業, 0人, 0%

４．自営業, 74

人, 8%

５．会社員・団

体職員, 262人, 

27%

６．公務員、

教員, 40人, 

4%

７．パート・アル

バイト, 168人, 

17%８．学生, 30人, 

3%

９．家事専従, 

126人, 13%

１０．無職, 195

人, 20%

１１．その他, 

31人, 3%

無回答, 13人, 2%
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１－６ 家族構成について 

（１）家族の人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）家族構成 

 

  

１．１人 65人 7%
２．２人 296人 30%
３．３人 240人 25%
４．４人 202人 21%
５．５人 100人 10%
６．６人 34人 4%
７．７人 10人 1%
８．８人以上 4人 0%
無回答 20人 2%

計 971人 100%

１．単身世帯 93人 10%
２．一世代世帯（夫婦のみ） 282人 29%
３．二世代世帯（親子） 484人 50%
４．三世代世帯（祖父母、孫など） 71人 7%
５．その他 20人 2%
無回答 21人 2%

計 971人 100%

１．１人, 65人, 

7%

２．２人, 296人, 

30%

３．３人, 240人, 

25%

４．４人, 202人, 

21%

５．５人, 

100人, 10%

６．６人, 34人, 

4%

７．７人, 10人, 

1%

８．８人以上, 4

人, 0%
無回答, 20人, 

2%

１．単身世帯, 

93人, 10%

２．一世代世帯

（夫婦のみ）, 

282人, 29%３．二世代世帯

（親子）, 484人, 

50%

４．三世代世帯

（祖父母、孫な

ど）, 71人, 7%

５．その他, 20

人, 2%
無回答, 21人, 2%
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（５）環境への意識調査（市民アンケート） 

①環境全般について 

問２‐７ あなたは、環境問題に関心を持っていますか。（あてはまるもの１つに○） 

・設問に対し、「少し関心がある」が最も多く 45％、次いで「関心がある」が 42％となりました。 

・「関心がある」と「少し関心がある」の合計は 87％と、環境問題に少しでも関心がある人が大多数を

占めました。 

 

 

  

１．関心がある 412人 42%
２．少し関心がある 434人 45%
３．あまり関心がない 82人 8%
４．全く関心がない 7人 1%
５．どちらともいえない 26人 3%
無回答 10人 1%

計 971人 100%

１．関心があ

る, 412人, 42%

２．少し関心が

ある, 434人, 

45%

３．あまり関心

がない, 82人, 

8%

４．全く関心が

ない, 7人, 1%

５．どちらとも

いえない, 26

人, 3%

無回答, 10人, 

1%
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問２-８ あなたは、どのような環境問題に関心を持っていますか。 

（特に関心のあるものを３つまで○） 

・設問に対し、「地球温暖化」の回答が最も多く 64％、次いで「異常気象」の回答が 62％という結果と

なりました。 

 

 

１．地球温暖化 624人 64%
２．異常気象 600人 62%
３．オゾン層の破壊 59人 6%
４．酸性雨 8人 1%
５．森林減少 75人 8%
６．海洋汚染 176人 18%
７．大気汚染 106人 11%
８．騒音・振動 24人 2%
９．悪臭 44人 5%
１０．水質汚濁 43人 4%
１１．土壌汚染 17人 2%
１２．地盤沈下 25人 3%
１３．ごみの増加 83人 9%
１４．ごみの処理
　　　・リサイクル

203人 21%

１５．ごみの不法投棄 99人 10%
１６．ごみの最終
処分場のひっ迫

23人 2%

１７．有害化学物質
　　による環境汚染

38人 4%

１８．野生生物や希少な動植物
　　　　　　・生態系の減少・絶滅

89人 9%

１９．身近な自然の減少 82人 8%
２０．放射性物質
 による環境汚染

54人 6%

２１．関心がない 17人 2%
２２．その他 12人 1%

計 2,506人 258%
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64%

62%

6%

1%

8%

18%

11%

2%

5%

4%

2%

3%

9%

21%

10%

2%

4%

9%

8%

6%

2%

1%

１．地球温暖化

２．異常気象

３．オゾン層の破壊

４．酸性雨

５．森林減少

６．海洋汚染

７．大気汚染

８．騒音・振動

９．悪臭

１０．水質汚濁

１１．土壌汚染

１２．地盤沈下

１３．ごみの増加

１４．ごみの処理

・リサイクル

１５．ごみの不法投棄

１６．ごみの最終

処分場のひっ迫

１７．有害化学物質

による環境汚染

１８．野生生物や希少な動植物

・生態系の減少・絶滅

１９．身近な自然の減少

２０．放射性物質

による環境汚染

２１．関心がない

２２．その他

0% 20% 40% 60% 80%
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問２‐９ 深谷市の環境対策に関して、満足度をお答えください。 

（それぞれの項目であてはまるもの１つに○） 

・設問に対し、「満足」「やや満足」との回答は「ごみの分別促進活動やごみ処分量の減少」が最も多く、

55％となりました。 

・次いで「空気のきれいさ・静けさなど生活環境や景観・文化財などの保全」が 51％となりました。 

 

・満足度のクロス集計 

温室効果ガス削減などの地球温暖化問題に関する対応や啓発 

 

3%

4%

18%

8%

6%

4%

5%

14%

9%

6%

16%

22%

37%

26%

32%

17%

20%

37%

29%

27%

18%

17%

15%

14%

18%

18%

18%

15%

13%

14%

8%

8%

5%

6%

9%

7%

6%

4%

5%

6%

51%

44%

21%

40%

31%

48%

46%

25%

39%

42%

5%

5%

4%

5%

4%

5%

5%

4%

5%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

温室効果ガス削減などの地球

温暖化問題に関する対応や啓発

電気使用量削減やクリーン

エネルギー導入の推進

ごみの分別促進活動や

ごみ処分量の減少

廃棄物処理施設整備や

未処理廃棄物量の削減

自然緑地や河川の環境保全の推進

地域の生態系の保全や

特定外来生物への対策

地下水や土壌などの環境保全、

有害物質の監視や除去

空気のきれいさ・静けさなど生活

環境や景観・文化財などの保全

学校や市民への環境学習機会の確保

市民・事業者・行政が連携した

環境保全活動の実施

１．満足 ２．やや満足 ３．やや不満

４．不満 ５．どちらともいえない 無回答

回答者数 満足 やや満足 やや不満 不満
どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 3% 18% 21% 11% 44% 3%
女性 500人 3% 16% 15% 5% 56% 5%

１０代 16人 6% 25% 13% 6% 50% 0%

２０代 75人 5% 11% 19% 4% 59% 3%
３０代 103人 2% 17% 9% 3% 68% 2%
４０代 151人 3% 19% 15% 8% 52% 3%
５０代 155人 3% 10% 21% 10% 54% 3%
６０代 222人 2% 18% 19% 7% 48% 6%
７０代以上 237人 3% 19% 21% 10% 41% 6%
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電気使用量削減やクリーンエネルギー導入の推進 

 

 

ごみの分別促進活動やごみ処分量の減少 

 

 

廃棄物処理施設整備や未処理廃棄物量の削減 

 

  

回答者数 満足 やや満足 やや不満 不満
どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 4% 22% 20% 11% 39% 4%
女性 500人 5% 23% 14% 5% 48% 5%

１０代 16人 6% 25% 13% 6% 44% 6%

２０代 75人 9% 21% 12% 4% 49% 4%
３０代 103人 6% 21% 11% 2% 58% 2%
４０代 151人 7% 24% 13% 9% 44% 2%
５０代 155人 2% 18% 20% 11% 46% 3%
６０代 222人 2% 25% 16% 10% 40% 6%
７０代以上 237人 4% 22% 22% 7% 39% 8%

回答者数 満足 やや満足 やや不満 不満
どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 19% 39% 15% 5% 20% 3%
女性 500人 18% 37% 16% 4% 21% 4%

１０代 16人 31% 25% 0% 6% 31% 6%

２０代 75人 19% 39% 12% 0% 27% 4%
３０代 103人 19% 32% 12% 3% 32% 2%
４０代 151人 22% 34% 10% 3% 28% 2%
５０代 155人 15% 42% 16% 5% 20% 2%
６０代 222人 15% 36% 20% 7% 18% 4%
７０代以上 237人 20% 41% 17% 6% 11% 5%

回答者数 満足 やや満足 やや不満 不満
どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 8% 29% 15% 7% 37% 3%
女性 500人 9% 24% 14% 4% 43% 6%

１０代 16人 19% 31% 6% 0% 38% 6%

２０代 75人 15% 16% 11% 4% 51% 4%
３０代 103人 6% 25% 9% 2% 56% 2%
４０代 151人 9% 31% 11% 5% 42% 3%
５０代 155人 7% 25% 17% 6% 41% 3%
６０代 222人 8% 25% 16% 7% 39% 5%
７０代以上 237人 8% 30% 19% 7% 29% 8%



18 

 

自然緑地や河川の環境保全の推進 

 

 

地域の生態系の保全や特定外来生物への対策 

 

 

地下水や土壌などの環境保全、有害物質の監視や除去 

 

  

回答者数 満足 やや満足 やや不満 不満
どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 7% 31% 22% 11% 26% 3%
女性 500人 6% 33% 15% 6% 35% 5%

１０代 16人 13% 38% 6% 0% 38% 6%

２０代 75人 9% 31% 16% 4% 37% 3%
３０代 103人 8% 27% 13% 8% 44% 1%
４０代 151人 10% 38% 13% 5% 33% 2%
５０代 155人 5% 35% 21% 7% 30% 3%
６０代 222人 3% 29% 22% 12% 31% 4%
７０代以上 237人 7% 32% 20% 11% 22% 7%

回答者数 満足 やや満足 やや不満 不満
どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 4% 17% 23% 10% 43% 4%
女性 500人 5% 17% 15% 5% 54% 5%

１０代 16人 13% 19% 19% 0% 44% 6%

２０代 75人 8% 20% 16% 0% 53% 3%
３０代 103人 9% 17% 13% 4% 56% 1%
４０代 151人 7% 22% 11% 7% 52% 2%
５０代 155人 3% 17% 19% 8% 50% 3%
６０代 222人 1% 14% 20% 9% 49% 7%
７０代以上 237人 3% 16% 25% 10% 40% 6%

回答者数 満足 やや満足 やや不満 不満
どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 5% 21% 21% 7% 42% 4%
女性 500人 5% 19% 15% 4% 50% 6%

１０代 16人 13% 19% 13% 0% 50% 6%

２０代 75人 7% 17% 16% 3% 55% 3%
３０代 103人 7% 18% 12% 3% 59% 1%
４０代 151人 7% 23% 13% 5% 50% 2%
５０代 155人 4% 22% 21% 5% 46% 3%
６０代 222人 2% 18% 18% 8% 47% 6%
７０代以上 237人 5% 22% 23% 7% 35% 8%
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空気のきれいさ・静けさなど生活環境や景観・文化財などの保全 

 

 

学校や市民への環境学習機会の確保 

 

 

市民・事業者・行政が連携した環境保全活動の実施 

 

 

  

回答者数 満足 やや満足 やや不満 不満
どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 15% 34% 16% 6% 25% 4%
女性 500人 14% 40% 14% 3% 25% 4%

１０代 16人 25% 38% 0% 0% 31% 6%

２０代 75人 20% 25% 15% 3% 35% 3%
３０代 103人 17% 38% 14% 3% 27% 2%
４０代 151人 18% 40% 12% 2% 26% 2%
５０代 155人 15% 37% 14% 8% 25% 2%
６０代 222人 8% 36% 20% 5% 25% 5%
７０代以上 237人 15% 39% 14% 4% 21% 7%

回答者数 満足 やや満足 やや不満 不満
どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 9% 27% 15% 7% 37% 4%
女性 500人 9% 31% 12% 3% 41% 5%

１０代 16人 13% 38% 13% 0% 31% 6%

２０代 75人 15% 28% 8% 4% 43% 3%
３０代 103人 11% 26% 8% 4% 50% 1%
４０代 151人 15% 30% 11% 3% 39% 2%
５０代 155人 10% 31% 14% 7% 35% 3%
６０代 222人 4% 25% 16% 6% 43% 7%
７０代以上 237人 8% 32% 16% 5% 33% 6%

回答者数 満足 やや満足 やや不満 不満
どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 5% 27% 17% 8% 39% 4%
女性 500人 6% 28% 12% 4% 46% 4%

１０代 16人 13% 31% 13% 0% 38% 6%

２０代 75人 12% 27% 13% 1% 44% 3%
３０代 103人 8% 21% 4% 6% 60% 1%
４０代 151人 9% 25% 14% 3% 47% 2%
５０代 155人 3% 32% 16% 8% 38% 3%
６０代 222人 2% 24% 17% 9% 42% 6%
７０代以上 237人 5% 31% 16% 7% 35% 6%
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問２‐１０ 深谷市の環境対策に関して、重要度をお答えください。 

（それぞれの項目であてはまるもの１つに○） 

・設問に対し、「重要」「やや重要」との回答は「自然緑地や河川の環境保全の推進」が最も多く、83％

となりました。 

・次いで「ごみの分別促進活動やごみ処分量の減少」が 82％となりました。 

 

・重要度のクロス集計 

温室効果ガス削減などの地球温暖化問題に関する対応や啓発 

 

47%

40%

48%

43%

47%

37%

50%

47%

41%

41%

29%

37%

34%

35%

36%

36%

31%

34%

37%

37%

3%

4%

4%

4%

3%

8%

4%

5%

6%

5%

2%

2%

1%

1%

0%

1%

0%

0%

1%

1%

16%

14%

9%

14%

9%

16%

12%

10%

12%

14%

3%

3%

4%

4%

3%

4%

3%

3%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

温室効果ガス削減などの地球

温暖化問題に関する対応や啓発

電気使用量削減やクリーン

エネルギー導入の推進

ごみの分別促進活動や

ごみ処分量の減少

廃棄物処理施設整備や

未処理廃棄物量の削減

自然緑地や河川の環境保全の推進

地域の生態系の保全や

特定外来生物への対策

地下水や土壌などの環境保全、

有害物質の監視や除去

空気のきれいさ・静けさなど生活

環境や景観・文化財などの保全

学校や市民への環境学習機会の確保

市民・事業者・行政が連携した

環境保全活動の実施

１．重要 ２．やや重要 ３．やや重要でない

４．重要でない ５．どちらともいえない 無回答

回答者数 重要 やや重要
やや重要
でない

重要
でない

どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 45% 31% 4% 3% 15% 2%
女性 500人 49% 29% 2% 1% 16% 3%

１０代 16人 31% 31% 0% 6% 31% 0%

２０代 75人 40% 31% 5% 3% 19% 3%
３０代 103人 28% 35% 3% 6% 27% 1%
４０代 151人 45% 34% 5% 1% 13% 1%
５０代 155人 48% 28% 4% 3% 14% 3%
６０代 222人 49% 28% 2% 1% 16% 4%
７０代以上 237人 57% 26% 3% 0% 10% 3%
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電気使用量削減やクリーンエネルギー導入の推進 

 

 

ごみの分別促進活動やごみ処分量の減少 

 

 

廃棄物処理施設整備や未処理廃棄物量の削減 

 

 

  

回答者数 重要 やや重要
やや重要
でない

重要
でない

どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 41% 36% 6% 2% 13% 2%
女性 500人 39% 39% 2% 1% 16% 3%

１０代 16人 31% 25% 19% 6% 13% 6%

２０代 75人 41% 25% 11% 1% 19% 3%
３０代 103人 28% 36% 6% 5% 24% 1%
４０代 151人 40% 40% 4% 1% 13% 1%
５０代 155人 40% 39% 1% 3% 13% 3%
６０代 222人 43% 36% 2% 1% 14% 3%
７０代以上 237人 42% 41% 3% 0% 11% 4%

回答者数 重要 やや重要
やや重要
でない

重要
でない

どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 45% 35% 5% 2% 9% 3%
女性 500人 52% 33% 2% 1% 9% 3%

１０代 16人 56% 13% 0% 6% 19% 6%

２０代 75人 51% 29% 4% 1% 12% 3%
３０代 103人 37% 32% 7% 3% 19% 2%
４０代 151人 50% 34% 4% 1% 9% 2%
５０代 155人 51% 30% 6% 1% 8% 5%
６０代 222人 45% 40% 2% 2% 7% 4%
７０代以上 237人 52% 35% 3% 0% 5% 4%

回答者数 重要 やや重要
やや重要
でない

重要
でない

どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 41% 35% 5% 1% 13% 4%
女性 500人 46% 35% 2% 0% 14% 3%

１０代 16人 38% 38% 0% 0% 19% 6%

２０代 75人 41% 31% 7% 1% 15% 5%
３０代 103人 31% 35% 8% 0% 24% 2%
４０代 151人 43% 36% 3% 1% 15% 2%
５０代 155人 43% 39% 5% 1% 9% 4%
６０代 222人 43% 37% 2% 1% 14% 4%
７０代以上 237人 53% 31% 2% 0% 10% 4%
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自然緑地や河川の環境保全の推進 

 

 

地域の生態系の保全や特定外来生物への対策 

 

 

地下水や土壌などの環境保全、有害物質の監視や除去 

 

 

  

回答者数 重要 やや重要
やや重要
でない

重要
でない

どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 48% 36% 4% 1% 8% 3%
女性 500人 48% 37% 3% 0% 10% 3%

１０代 16人 38% 38% 6% 0% 13% 6%

２０代 75人 51% 31% 3% 0% 12% 4%
３０代 103人 50% 31% 3% 2% 13% 2%
４０代 151人 47% 40% 3% 0% 8% 2%
５０代 155人 48% 39% 3% 1% 6% 3%
６０代 222人 45% 38% 4% 0% 9% 3%
７０代以上 237人 50% 35% 3% 0% 9% 3%

回答者数 重要 やや重要
やや重要
でない

重要
でない

どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 35% 35% 11% 1% 14% 3%
女性 500人 38% 37% 5% 0% 16% 4%

１０代 16人 38% 31% 6% 0% 19% 6%

２０代 75人 43% 31% 7% 0% 16% 4%
３０代 103人 40% 27% 8% 0% 23% 2%
４０代 151人 38% 40% 8% 1% 11% 2%
５０代 155人 37% 37% 9% 2% 12% 3%
６０代 222人 34% 34% 11% 0% 17% 4%
７０代以上 237人 35% 40% 5% 1% 15% 4%

回答者数 重要 やや重要
やや重要
でない

重要
でない

どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 49% 30% 6% 0% 12% 3%
女性 500人 51% 32% 2% 0% 11% 4%

１０代 16人 38% 50% 0% 0% 6% 6%

２０代 75人 45% 32% 4% 0% 15% 4%
３０代 103人 45% 30% 3% 0% 19% 3%
４０代 151人 48% 34% 3% 0% 12% 2%
５０代 155人 54% 29% 5% 0% 9% 3%
６０代 222人 47% 32% 4% 1% 12% 4%
７０代以上 237人 58% 28% 3% 0% 9% 3%
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空気のきれいさ・静けさなど生活環境や景観・文化財などの保全 

 

 

学校や市民への環境学習機会の確保 

 

 

市民・事業者・行政が連携した環境保全活動の実施 

 

 

  

回答者数 重要 やや重要
やや重要
でない

重要
でない

どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 46% 34% 6% 1% 10% 3%
女性 500人 48% 35% 3% 0% 10% 3%

１０代 16人 56% 31% 0% 0% 6% 6%

２０代 75人 49% 27% 5% 1% 13% 4%
３０代 103人 49% 27% 7% 1% 15% 2%
４０代 151人 49% 34% 7% 0% 7% 3%
５０代 155人 44% 39% 5% 1% 8% 3%
６０代 222人 42% 38% 5% 0% 11% 4%
７０代以上 237人 52% 33% 3% 0% 9% 3%

回答者数 重要 やや重要
やや重要
でない

重要
でない

どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 42% 34% 8% 2% 11% 3%
女性 500人 40% 39% 5% 0% 13% 4%

１０代 16人 38% 25% 13% 6% 13% 6%

２０代 75人 43% 28% 11% 0% 15% 4%
３０代 103人 40% 33% 3% 3% 19% 2%
４０代 151人 46% 36% 7% 0% 9% 2%
５０代 155人 42% 35% 8% 1% 10% 3%
６０代 222人 37% 39% 5% 1% 13% 5%
７０代以上 237人 40% 42% 5% 0% 10% 4%

回答者数 重要 やや重要
やや重要
でない

重要
でない

どちらとも
いえない

無回答

男性 451人 39% 38% 6% 2% 12% 3%
女性 500人 42% 36% 4% 0% 14% 4%

１０代 16人 38% 31% 0% 0% 25% 6%

２０代 75人 39% 37% 7% 0% 13% 4%
３０代 103人 35% 36% 8% 1% 18% 2%
４０代 151人 42% 36% 7% 1% 11% 2%
５０代 155人 35% 43% 6% 1% 12% 3%
６０代 222人 39% 36% 3% 1% 16% 4%
７０代以上 237人 49% 34% 2% 1% 10% 4%
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問２‐１１ あなたは、日常生活のなかで環境を守るための取組を行っていますか。 

（あてはまるもの１つに○） 

・設問に対し、「はい」の回答が最も多く 85％となりました。 

 

  

１．はい 823人 85%
２．いいえ 120人 12%
無回答 28人 3%

計 971人 100%

１．はい, 823

人, 85%

２．いいえ, 120

人, 12%

無回答, 28人, 

3%
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問２‐１２ 問 1１で「はい」と回答した方にお伺いします。環境を守るための取組の実施状況に 

ついてお答えください。（それぞれの項目であてはまるもの１つに○） 

・設問に対し、「いつも取り組んでいる」の回答が最も多いのは「ごみの分別の徹底」で 82％、次いで

「買い物時のマイバッグの持参」が 81％という結果となりました。 

 

 

72%

60%

21%

22%

22%

54%

18%

6%

82%

52%

25%

26%

33%

9%

45%

36%

3%

2%

15%

38%

2%

8%

30%

43%

26%

7%

42%

52%

1%

8%

3%

13%

21%

4%

34%

36%

1%

1%

4%

2%

5%

3%

2%

3%

4%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

冷暖房の温度調整や照明などの節電

車の運転時のエコドライブ、

アイドリングストップの実施

公共交通機関や徒歩、自転車の利用

高気密・高断熱の省エネ

ルギー住宅への居住

環境にやさしい製品（エコマーク

商品や省エネルギー家電など）、

サービスの選択

こまめな節水

太陽光・熱を利用した設備の設置

家庭用燃料電池（エネ

ファームなど）の導入

ごみの分別の徹底

ごみの減量や再利用など資源の有効利用

１．いつも取り組んでいる ２．時々取り組んでいる ３．今後取り組みたい

４．取り組まない 無回答
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81%

41%

29%

73%

44%

17%

3%

8%

15%

37%

35%

20%

27%

30%

11%

37%

2%

15%

28%

6%

20%

39%

57%

39%

2%

4%

5%

1%

7%

12%

27%

12%

2%

3%

1%

2%

2%

3%

4%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

買い物時のマイバッグの

持参（レジ袋削減）

マイボトル、マイ箸の

持参（ペットボトルや

割り箸などの削減）

紙ストローなどの使用による

プラスチックごみの抑制

油や食べかすなどを

排水口から流さない

植樹、プランターなどによる緑化

地域や職場などの環境美化活動への参加

環境に関する講習会などへの参加

環境問題や省エネルギー対策に

ついて家族や職場などでの会話

その他

１．いつも取り組んでいる ２．時々取り組んでいる ３．今後取り組みたい

４．取り組まない 無回答
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問２‐１３ 問 1１で「いいえ」と回答した方にお伺いします。環境を守るための取組を行っていない

理由をお答えください。（あてはまるものを３つまで○） 

・設問に対し、「どのように取り組めばよいのか分からない」の回答が最も多く 48％、次いで「効果が

具体的に把握できない」の回答が 43％という結果となりました。 

 

 

  

１．どのように取り組めば
よいのか分からない

58人 48%

２．普段の生活のなかで環境
のことを意識することが難しい

43人 36%

３．効果が具体的に把握できない 51人 43%
４．取り組むのが面倒である 18人 15%
５．時間的な余裕がない 23人 19%
６．経済的な負担がかかる 18人 15%
７．特に理由はない 28人 23%
８．その他 5人 4%

計 244人 204%

48%

36%

43%

15%

19%

15%

23%

4%

１．どのように取り組めば

よいのか分からない

２．普段の生活のなかで環境

のことを意識することが難しい

３．効果が具体的に把握できない

４．取り組むのが面倒である

５．時間的な余裕がない

６．経済的な負担がかかる

７．特に理由はない

８．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問２‐１４ あなたは、環境を守るための取組を進めるうえで、何が必要だと思いますか。 

（特に必要だと思うものを３つまで○） 

・設問に対し、「環境問題の現状や生活との関わりについての情報」の回答が最も多く 73％、次いで「取

組方法や日常生活での工夫などについての情報」の回答が 72％という結果となりました。 

  

  

  

１．環境問題の現状や生活との関
わりについての情報

705人 73%

２．取組方法や日常生活での工夫
などについての情報

696人 72%

３．一緒に活動できる団体・事業者
などとのネットワーク

204人 21%

４．取組について相談ができる窓
口

173人 18%

５．講習会や活動に参加する時間 135人 14%
６．取組に対する助成制度 372人 38%
７．特に必要なものはない 22人 2%
８．その他 33人 3%

計 2,340人 243%

73%

72%

21%

18%

14%

38%

2%

3%

１．環境問題の現状や生活との関わり

についての情報

２．取組方法や日常生活での工夫な

どについての情報

３．一緒に活動できる団体・事業者な

どとのネットワーク

４．取組について相談ができる窓口

５．講習会や活動に参加する時間

６．取組に対する助成制度

７．特に必要なものはない

８．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問２‐１５ 今後、環境を守るための取組を推進するうえで、市民の役割として何が重要 

だと思いますか。（特に重要だと思うものを３つまで○） 

・設問に対し、「ごみの分別の徹底や減量」の回答が最も多く 49％、次いで「環境の現状や課題に対す

る正しい理解」の回答が 39％という結果となりました。 

 

  

１． 身近な自然環境や動植物の保全 360人 37%
２． 環境にやさしい製品・サービスの優
先的な選択

371人 38%

３． 環境問題に取り組む事業者に対す
る評価・協力

177人 18%

４． 地域における環境美化活動への参
加

175人 18%

５． 環境の現状や課題に対する正しい
理解

377人 39%

６． 環境に関する講習会などへの参加 36人 4%
７． 日常生活における省資源・省エネ
ルギーの実施

306人 32%

８． 太陽光発電など再生可能エネル
ギーの導入

149人 15%

９． ごみの分別の徹底や減量 477人 49%
10．市民・事業者・市が協働して取り組
むネットワークづくり

121人 12%

11．その他 9人 1%
計 2,582人 266%

37%

38%

18%

18%

39%

4%

32%

15%

49%

12%

1%

１． 身近な自然環境や動植物の保全

２． 環境にやさしい製品・

サービスの優先的な選択

３． 環境問題に取り組む

事業者に対する評価・協力

４． 地域における環境

美化活動への参加

５． 環境の現状や課題

に対する正しい理解

６． 環境に関する講習会などへの参加

７． 日常生活における省資源・

省エネルギーの実施

８． 太陽光発電など再生

可能エネルギーの導入

９． ごみの分別の徹底や減量

10．市民・事業者・市が協働して

取り組むネットワークづくり

11．その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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問２‐１６ 今後、環境を守るための取組を推進するうえで、事業者の役割として何を 

期待しますか（特に期待するものを３つまで○） 

・設問に対し、「環境にやさしい製品・サービスの提供」の回答が最も多く 53％、次いで「環境に関す

る法令などの順守」の回答が 42％という結果となりました。 

 

  

１． 環境に関する法令などの順守 410人 42%
２． 環境にやさしい製品
・サービスの提供

512人 53%

３． 製品の製造やサービスを
提供する段階における環境配慮

304人 31%

４． 事業者の率先した環境保全活動 311人 32%
５． 市民・事業者・市が協働して
取り組むネットワークづくり

211人 22%

６． 市民などの活動を
支援する仕組みづくり

145人 15%

７． 市民などが利用しやすい
環境情報の収集と発信

352人 36%

８． 環境に関する講習会などの開催 54人 6%
９． 環境に関する新たな
事業展開（雇用創出）

146人 15%

10．その他 7人 1%
計 2,482人 256%

42%

53%

31%

32%

22%

15%

36%

6%

15%

1%

１． 環境に関する法令などの順守

２． 環境にやさしい製品

・サービスの提供

３． 製品の製造やサービスを

提供する段階における環境配慮

４． 事業者の率先した環境保全活動

５． 市民・事業者・市が協働して

取り組むネットワークづくり

６． 市民などの活動を

支援する仕組みづくり

７． 市民などが利用しやすい

環境情報の収集と発信

８． 環境に関する講習会などの開催

９． 環境に関する新たな

事業展開（雇用創出）

10．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問２‐１７ 今後、環境を守るための取組を推進するうえで、深谷市の役割として 

何を期待しますか。（特に期待するものを３つまで○） 

・設問に対し、「猛暑、豪雨など自然環境の変化への対応」の回答が最も多く 45％、次いで「環境保全

のための助成・融資制度」の回答が 38％という結果となりました。 

 

１． 環境保全のための助成・融資
制度

369人 38%

２． 市民・事業者の活動を支援す
る仕組みづくり

329人 34%

３． 市民・事業者・市が協働して取
り組むネットワークづくり

226人 23%

４． 市民・事業者が利用しやすい
環境情報の収集と発信

360人 37%

５． 市民・事業者が参加しやすい
環境学習、環境教育の実施

140人 14%

６． 市民・事業者に対する環境保
全意識の啓発

175人 18%

７． 環境に関する相談窓口の設置 99人 10%
８． 市民・事業者が活動する場、イ
ベントの提供

123人 13%

９． 豊かな自然環境を活用した観
光振興などの地域活性化

201人 21%

10．猛暑、豪雨など自然環境の変
化への対応

433人 45%

11．その他 12人 1%
計 3,883人 255%
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問２‐１８ 今後、環境を守るための取組を推進するうえで、最も重要な役割を担うのは、次のうちどれ

だと思いますか。（あてはまるもの１つに○） 

・設問に対し、「行政（国・県・市）」の回答が最も多く 73％、次いで「事業者」の回答が 10％という

結果となりました。 

 

  

38%

34%

23%

37%

14%

18%

10%

13%

21%

45%

1%

１． 環境保全のための助成・融資制度

２． 市民・事業者の活動を

支援する仕組みづくり

３． 市民・事業者・市が協働して

取り組むネットワークづくり

４． 市民・事業者が利用しや

すい環境情報の収集と発信

５． 市民・事業者が参加しやすい

環境学習、環境教育の実施

６． 市民・事業者に対する

環境保全意識の啓発

７． 環境に関する相談窓口の設置

８． 市民・事業者が活動

する場、イベントの提供

９． 豊かな自然環境を活用した

観光振興などの地域活性化

10．猛暑、豪雨など自然

環境の変化への対応

11．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．事業者 97人 10%
２．民間団体 33人 3%
３．行政（国・県・市） 687人 71%
４．わからない 87人 9%
５．その他 36人 4%
無回答 31人 3%

計 971人 100%

１．事業者, 97

人, 10%

２．民間団体 , 

33人, 4%

３．行政（国・

県・市）, 687人, 

73%

４．わからない, 

87人, 9%

５．その他, 36

人, 4%
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②地球温暖化について 

問３‐１９ 温室効果ガス（二酸化炭素など）の排出による地球温暖化問題について、どのように思われ

ていますか。（３つまで○） 

・設問に対し、「深谷市の計画について知りたい」の回答が最も多く 55％、次いで「省エネルギーの取

組など、日頃の積み重ねが大事」の回答が 55％という結果となりました。 

  

  

  

１．地球全体での影響について
もっと知りたい

435人 45%

２．温室効果ガスの影響
についてもっと知りたい

377人 39%

３．深谷市の計画について知りたい 533人 55%

４．省エネルギーの取組など、
日頃の積み重ねが大事

532人 55%

５．よくわからない 88人 9%
６．その他 21人 2%

計 1,986人 205%

45%

39%

55%

55%

9%

2%

１．地球全体での影響についてもっと知

りたい

２．温室効果ガスの影響

についてもっと知りたい

３．深谷市の計画について知りたい

４．省エネルギーの取組など、

日頃の積み重ねが大事

５．よくわからない

６．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問３‐２０ 温室効果ガス排出量の削減を進めるための取組として有効と考えること 

は何ですか。（特に有効だと思うものを３つまで○） 

・設問に対し、「市民一人一人の行動」の回答が最も多く 63％、次いで「行政（国・県・市）の取組」の

回答が 52％という結果となりました。 

  

  

 

  

１．市民一人一人の行動 616人 63%
２．環境教育の充実 232人 24%
３．事業者等の自主的な取組 237人 24%
４．温室効果ガスを大量に
排出する事業者等への規制

419人 43%

５．温室効果ガス排出への
課税や補助等、経済的な誘導

248人 26%

６．行政（国・県・市）の取組 507人 52%
７．法律などの強制力 153人 16%
８．その他 11人 1%

計 2,423人 250%

63%

24%

24%

43%

26%

52%

16%

1%

１．市民一人一人の行動

２．環境教育の充実

３．事業者等の自主的な取組

４．温室効果ガスを大量に

排出する事業者等への規制

５．温室効果ガス排出への

課税や補助等、経済的な誘導

６．行政（国・県・市）の取組

７．法律などの強制力

８．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問３‐２１ 自家用車の利用に関して、日常生活で行っていることはありますか。（あてはまるものすべ

て○） 

・設問に対し、「停車中はエンジンを切る」の回答が最も多く 66％、次いで「近くへはできるだけ徒歩

か自転車で行く」の回答が 52％という結果となりました。 

 

 

  

１．近くへはできるだけ
徒歩か自転車で行く

506人 52%

２．できるだけバスや鉄道を利用する 117人 12%
３．停車中はエンジンを切る 639人 66%
４．不要なものを積んだままにしない 390人 40%
５．自家用車を保有していない 45人 5%
６．その他 41人 4%
無回答 57人 6%

計 1,738人 179%

52%

12%

66%

40%

5%

4%

6%

１．近くへはできるだけ

徒歩か自転車で行く

２．できるだけバスや鉄道を利用する

３．停車中はエンジンを切る

４．不要なものを積んだままにしない

５．自家用車を保有していない

６．その他

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問３‐２２ 今後、省エネルギーや省資源、ごみの減量などの取組を進めることについて、どのようにお

考えですか。（あてはまるものひとつに○） 

・設問に対し、「取り組んでいるがもっと積極的に行いたい」の回答が最も多く 38％、次いで「取り組

んでいるがこれ以上は難しい」の回答が 27％という結果となりました。 

 

 

  

１．取り組んでいるがもっと積極
的に行いたい

368人 38%

２．取り組んでいるがこれ以上
は難しい

264人 27%

３．ときどき実行しているが長続
きしない

151人 16%

４．取り組みたいが、方法がわ
からない

105人 11%

５．関心がない 29人 3%
６．その他 8人 1%
無回答 46人 5%

計 971人 100%

１．取り組んでいる

がもっと積極的に

行いたい, 368人, 
38%

２．取り組んでいる

がこれ以上は難し

い, 264人, 27%

３．ときどき実行

しているが長続

きしない, 151人, 
15%

４．取り組みたい

が、方法がわか

らない, 105人, 
11%

５．関心がな

い, 29人, 3%

６．その他, 8人, 1%
無回答, 46人, 5%
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問３‐２３ 家庭における省エネルギー設備の導入状況についてお答えください。 

（あてはまるものすべてに○） 

・設問に対し、「導入していない」の回答が最も多く 33％、次いで「高効率給湯機（エコジョーズ、エ

コフィール、エコキュート等）」の回答が 32％という結果となりました。 

 

 

  

１． 太陽光発電システム 161人 17%
２． 太陽熱利用システム 59人 6%
３． 高効率給湯機（エコジョーズ、
エコフィール、エコキュート等）

310人 32%

４． 燃料電池（エネファーム） 26人 3%
５． 蓄電池 46人 5%
６． 建物の断熱対策（ペアガラス等） 285人 29%
７． エネルギーマネジ
メントシステム（ＨＥＭＳ）

7人 1%

８． 地中熱利用（空調・融雪等） 11人 1%
９． エコカー 242人 25%
10．導入していない 318人 33%
11．その他 26人 3%

計 1,533人 158%

１． 太陽光発電システム

２． 太陽熱利用システム

３． 高効率給湯機（エコジョーズ、

エコフィール、エコキュート等）

４． 燃料電池（エネファーム）

５． 蓄電池

６． 建物の断熱対策（ペアガラス等）

７． エネルギーマネジ

メントシステム（ＨＥＭＳ）

８． 地中熱利用（空調・融雪等）

９． エコカー

10．導入していない

11．その他

0% 10% 20% 30% 40%
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問３‐２４ 大規模太陽光発電施設が計画される際に優先されることは何ですか。 

（特に重要だと思うものを３つまで○） 

・設問に対し、「災害対策」の回答が最も多く 46％、次いで「環境との調和」の回答が 42％という結果

となりました。 

 

 

  

１．再生可能エネルギー普及率の増加 388人 40%
２．環境との調和（景観など） 405人 42%
３．災害対策 448人 46%
４．地域との合意形成 321人 33%
５．地域貢献 143人 15%
６．深谷市の特性に合った再エネの推進 403人 42%
７．その他 31人 3%

計 2,182人 220%

40%

42%

46%

33%

15%

42%

3%

１．再生可能エネルギー普及率の増加

２．環境との調和（景観など）

３．災害対策

４．地域との合意形成

５．地域貢献

６．深谷市の特性に合った再エネの推進

７．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③気候変動問題について 

問４‐２５ 近年、地球温暖化の影響に伴い、猛暑日や大雨の頻度の増加など、気象及び気候の極端な現

象の発生頻度が高まっています。気候変動の影響を実感することはありますか。 

・設問に対し、「とても実感する」の回答が最も多く 67％、次いで「どちらかと言えば実感する」の回

答が 27％という結果となりました。 

 

 

  

１．とても実感する 650人 67%
２．どちらかと言えば実感する 258人 27%
３．あまり実感しない 29人 3%
４．まったく実感しない 7人 1%
無回答 27人 3%

計 971人 100%

１．とても実感す

る , 650人, 67%

２．どちらかと言え

ば実感する, 258人, 

26%

３．あまり実感しな

い , 29人, 3%

４．まったく実感し

ない, 7人, 1%

無回答, 27人, 3%
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問４‐２６ 問２５で気候変動の影響をとても実感する、どちらかと言えば実感すると思う 

と回答した方にお聞きします。どのような気候変動の影響を実感していますか。（特に実感するものを３

つまで○）（実際にご自身が体験したことだけでなく、間接的に耳にしたものを含みます。） 

・設問に対し、「気候の変化」の回答が最も多く 85％、次いで「水害の増加」の回答が 58％という結果

となりました。 

 

  

１． 気候の変化(猛暑日の増加､暖冬､積雪量
の変化､集中豪雨や大型台風の増加など)

822人 85%

２． 熱中症患者の増加 263人 27%
３． 熱帯性の感染症の増加(デング熱など) 27人 3%
４． 水害の増加(洪水氾濫､土砂災害､浸水被
害など)

566人 58%

５． 海面上昇による低地の高潮被害や水没 76人 8%
６． 農作物の収穫量や品質の変化 223人 23%
７． 水産物の漁獲量や魚種の変化 159人 16%
８． 昆虫や草花など､身近に見られる動植物
の種類の変化

61人 6%

９． 植物の生育の変化(サクラの開花や紅葉
の時期などの変化)

134人 14%

10．渇水による水不足 38人 4%
11．その他 6人 1%

計 2,375人 245%

85%

27%

3%

58%

8%

23%

16%

6%

14%

4%

1%

１． 気候の変化(猛暑日の増加､暖冬､積雪量の

変化､集中豪雨や大型台風の増加など)

２． 熱中症患者の増加

３． 熱帯性の感染症の増加(デング熱など)

４． 水害の増加(洪水氾濫､

土砂災害､浸水被害など)

５． 海面上昇による低地の高潮被害や水没

６． 農作物の収穫量や品質の変化

７． 水産物の漁獲量や魚種の変化

８． 昆虫や草花など､身近に

見られる動植物の種類の変化

９． 植物の生育の変化(サクラの

開花や紅葉の時期などの変化)

10．渇水による水不足

11．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問４‐２７ 地球温暖化に伴う影響(気候変動等)が、私たちの生活に及ぼす影響であなたが一番不安に感

じる影響は何ですか。（あてはまるもののなかで特に不安に感じるものを３つまで○） 

・設問に対し、「水災害の増加」の回答が最も多く 61％、次いで「農業への影響」の回答が 60％という

結果となりました。 

 

 

１． 農業への影響（農作物の収穫量や品質の
低下等）

583人 60%

２． 水産業への影響（漁獲量等の減少） 275人 28%
３． 水環境への影響（池・湖の水質の悪化等） 41人 4%
４． 水資源への影響（渇水、水不足等） 266人 27%
５． 生態系への影響（野生生物の生息地等） 138人 14%
６． 水災害の増加（豪雨による洪水等） 596人 61%
７． 土砂災害の増加（豪雨による土砂崩れ等） 272人 28%
８． 熱中症の増加 229人 24%
９． 感染症の増加（デング熱等） 95人 10%
10．観光一レジャーへの影響（積雪量の変化
等）

27人 3%

11．不安に感じることはない 6人 1%
12．その他 6人 1%

計 2,571人 261%

60%

28%

4%

27%

14%

61%

28%

24%

10%

3%

1%

1%

１． 農業への影響（農作物の

収穫量や品質の低下等）

２． 水産業への影響（漁獲量等の減少）

３． 水環境への影響

（池・湖の水質の悪化等）

４． 水資源への影響（渇水、水不足等）

５． 生態系への影響

（野生生物の生息地等）

６． 水災害の増加（豪雨による洪水等）

７． 土砂災害の増加

（豪雨による土砂崩れ等）

８． 熱中症の増加

９． 感染症の増加（デング熱等）

10．観光一レジャーへの

影響（積雪量の変化等）

11．不安に感じることはない

12．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問４‐２８ 地球温暖化に伴う影響(気候変動等)に関する情報について、どの媒体からの情報を 

よく見聞きしますか。（特によく見聞きすると思うものを３つまで○） 

・設問に対し、「テレビ」の回答が最も多く 89％、次いで「インターネット」の回答が 51％という結果

となりました。 

 

 

  

１．テレビ 861人 89%
２．新聞 422人 43%
３．インターネット 491人 51%
４．ラジオ 187人 19%
５．自治体の広報誌 80人 8%
６．セミナーや講演会等 10人 1%
７．紙媒体（書籍や雑誌） 78人 8%
８．見聞きしたことがない 4人 0%
９．その他 9人 1%

計 2,185人 221%

89%

43%

51%

19%

8%

1%

8%

0%

1%

１．テレビ

２．新聞

３．インターネット

４．ラジオ

５．自治体の広報誌

６．セミナーや講演会等

７．紙媒体（書籍や雑誌）

８．見聞きしたことがない

９．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問４‐２９ 今後、深谷市が、気候変動に伴う影響に関する情報を広報・発信するために、 

どのような手段が効果的だと考えられますか。（特に効果的だと思うものを３つまで○） 

・設問に対し、「自治体の広報誌での紹介」の回答が最も多く 65％、次いで「インターネットによる配

信」の回答が 39％という結果となりました。 

 

 

  

１． セミナーや講演会などの開催 112人 12%
２． 自治体の広報誌での紹介 627人 65%
３． 報道機関などへの情報提供 299人 31%
４． インターネットによる配信 374人 39%
５． スマートフォンアプリによる配信 277人 29%
６． SNS(フェイスブック､ツイッターなど)
による配信

207人 21%

７． 街頭でのチラシ配布 45人 5%
８． イベントで啓発(看板掲載･チラシ配
布など)

163人 17%

９． 出前講座の開催(深谷市や環境団
体が行うもの)

70人 7%

10．その他 10人 1%
計 2,212人 225%

12%

65%

31%

39%

29%

21%

5%

17%

7%

1%

１． セミナーや講演会などの開催

２． 自治体の広報誌での紹介

３． 報道機関などへの情報提供

４． インターネットによる配信

５． スマートフォンアプリによる配信

６． SNS(フェイスブック､

ツイッターなど)による配信

７． 街頭でのチラシ配布

８． イベントで啓発

(看板掲載･チラシ配布など)

９． 出前講座の開催

(深谷市や環境団体が行うもの)

10．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問４‐３０ あなたは深谷市が発信する気候変動に関する情報の内容として、どのような 

情報を知りたいと思いますか。（特にあてはまるものを３つまで○） 

・設問に対し、「市内の気候変動の影響による現象や被害の実態について」の回答が最も多く 79％、次

いで「気候変動に関する国や自治体の取組について」の回答が 56％という結果となりました。 

 

 

  

１．市内の気候変動の影響による現象
や被害の実態について

766人 79%

２．個人でできる気候変動に伴う対応
(適応策)について

513人 53%

３．気候変動に関する国や自治体の取
組について

544人 56%

４．気候変動に関する事業者の取組に
ついて

218人 22%

５．その他（具体的に ） 5人 1%
６．特にない 28人 3%

計 2,123人 214%

79%

53%

56%

22%

1%

3%

１．市内の気候変動の影響による

現象や被害の実態について

２．個人でできる気候変動に

伴う対応(適応策)について

３．気候変動に関する国や

自治体の取組について

４．気候変動に関する

事業者の取組について

５．その他（具体的に ）

６．特にない

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（６）自由意見（市民アンケート） 

①ゴミについて 

ゴミに関する意見について、ゴミ収集はこれまで通りが良い、ゴミ分別の周知徹底といった意見が多

く見られました。 

例） 

・「ゴミの減量などできることはやってますが、これからも色々な事をもっと知りたいと思います。」 

・「深谷市で取り組んでいる具体的な取組については、あまり知りませんでした。今回のアンケートを

きっかけに、市での取組を調べたいと思い始めております。２年ほど前に越してきてアパートに住ん

でいますが、ゴミの分別が守られていないと感じます。アパートにはゴミの分別について注意喚起し

ているポスターがありますが、ペットボトルはつぶさずラベルもキャップもついたままのものも良く

見かけます。市民ひとりひとりが守れるように、何か対策して頂けたらありがたいです。物があふれ

る世の中なので、買ったものを長く使うことが減っているように思います。フリマアプリがあります

が、手数料などもかかり、配送手配など手間もかかってしまいます。各家庭で不用な物を回収する取

組や、フリーマーケットを開催するなど、ゴミそのものを減らす取組を深谷市で実施して頂けたら嬉

しいです。」 

 

②環境問題の情報について 

環境問題の情報について、深谷市の取組をもっと知りたい、情報発信をして欲しいといった意見が多

く見られました。 

例） 

・「環場問題、地球温暖化、気候変動など、日頃真剣に取り組むことがなかったので、このアンケート

の内容を見て、知らなかったことが多々ありました。少し勉強になりました。」 

・「どのように情報収集したら良いのか。時間に縛られない自由度の高いインターネット発信希望。も

っと身近な問題として取り組みたいが方法が分からない。」 

・「深谷市でどのような環境対策が行われているのか、私自身があまり知らないことに、このアンケー

トを答えて気づきました。広報誌などでもっと情報を発信してほしいです。また私たちにできること

をわかりやすく発信して頂けると、取り組みやすいと思います。」 
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③環境に関する取組について 

環境に関する取組について、個々人の取組が重要であるといった意見が多く見られました。 

例） 

・「一人一人の行動がとても重要だと感じます。」 

・「市民一人々が自分の問題として考えられるように発信してほしい。・子供達から元気なお年寄りまで

みんなが参加できるような仕組みが出来たらいいと思います。（楽しくなるようなメリットなど）・早

くみんなの協力で進めていってほしいです。」 

 

④ゼロカーボンシティについて 

ゼロカーボンシティの取組について、今後を期待する意見が多く見られました。 

例） 

・「ゼロカーボンシティ宣言をしたので政府に期待してます。」 

 

⑤アンケートについて 

アンケートを行うことについて、類似した質問が多い、紙で行うのは非効率であるといった意見が多

く見られました。 

例） 

・「アンケート自体紙を使用せず、ネットでお願いしたい。」 

・「アプリやＳＮＳ等でアンケートを取るように移行した方が良いと思いました。任意で紙のアンケー

トを２０００人に配布すること自体が、環境に対して良いことだとは思いません。」 

 

⑥太陽光パネルについて 

深谷市に設置している太陽光パネルについて、景観絵の影響や、廃棄物となった場合の心配、台風な

どによる被害の心配の意見が多く見られました。 

例） 

・「太陽光発電がいたる所で出来ていますが約２０年くらいして発電がおちた時あの太陽光の機器類が

放置されたりしないのかと気になる所です。深谷市内にあたる山林がかなり広い範囲で開発されてい

るのを見ると心配になります。」 

・「太陽光発電は環境を悪くするので良くない。台風時に飛ばされる恐れもあり、雨水を地下へ浸透さ

せることも阻害する。ランニングコストを見た場合、Ｂ／Ｃが出ているかも疑問。」 
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【市の取組の重要度・満足度の相対比較及び相関分析について】 

環境への取組に対する満足度・重要度の相対比較と相関分析を行うため、満足度と重要度を下記により

指数化しました。 

 

① 各選択肢の指数の基数 

基数 ５ ４ ３ ２ １ 

満足度 満足 やや満足 
どちらでも

ない 
やや不満 不満 

重要度 重要 やや重要 
どちらでも

ない 

やや重要で

ない 
重要でない 

 

② 指数の算出方法（※満足度の場合） 

 ［５×（「満足」の回答者数）＋４×（「やや満足」の回答者数）＋３×（「どちらでもない」の回答者

数）＋２×（「やや不満」の回答者数）＋１×（「不満」の回答者数）]／回答者総数（※無回答・無効を

除く） 

 

③ 相対比較及び相関分析結果 

分析の結果、満足度・重要度の最も高い取組は「廃棄物の適正な処分」となりました。また、満足度が

低く、重要度が高い取組としては「不法投棄やポイ捨て対策」となりました。 
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図 市の取組の重要度・満足度の相対比較及び相関（市民） 

  

温室効果ガス削減な

どの地球

温暖化問題に関する

対応や啓発

電気使用量削減や

クリーン

エネルギー導入の

推進

ごみの分別促進活動や

ごみ処分量の減少

廃棄物処理施設整備や

未処理廃棄物量の削減

自然緑地や河

川の環境保全

の推進

地域の生態系の保全や

特定外来生物への対策

地下水や土壌な

どの環境保全、

有害物質の監視

や除去

空気のきれいさ・静

けさなど生活

環境や景観・文化

財などの保全

学校や市民への

環境学習機会の

確保

市民・事業者・行政が連携した

環境保全活動の実施

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

←

高
い

重
要
度

低
い→

←低い 満足度 高い→

満足度・重要度どちらも高い

満足度が高く、重要度が低い満足度、重要度どちらも低い

満足度が低く、重要度が高い
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（７）回答者の属性（事業者アンケート） 

２－１ 業種について  

 

 

  

１．建設業 34社 23%
２．製造業 23社 16%
３．情報通信業 0社 0%
４．運輸業 5社 3%
５．卸売・小売業 33社 22%
６．金融・保険業 5社 3%
７．不動産業 4社 3%
８．飲食店・宿泊業 5社 3%
９．サービス業 22社 15%
10．その他 12社 8%
無回答 4社 3%

計 147社 100%

１．建設業, 34

社, 23%

２．製造業, 23

社, 16%

３．情報通信

業, 0社, 0%

４．運輸業, 

5社, 3%

５．卸売・小売

業, 33社, 23%

６．金融・保険

業, 5社, 3%

７．不動産業, 4

社, 3%

８．飲食店・宿

泊業, 5社, 3%

９．サービス業, 

22社, 15%

10．その他, 12

社, 8%

無回答, 4社, 

3%
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２－２ 事業形態について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 従業員数について  

 

  

１．事務所 35社 24%
２．工場・作業所 28社 19%
３．店舗 37社 25%
４．住居と一体化した事
業所

35社 24%

５．その他 7社 5%
無回答 5社 3%

計 147社 100%

１．５人未満 79社 54%
２．５人以上５０人未満 54社 37%
３．５０人以上１００人未満 7社 5%
４．１００人以上２００人未満 5社 3%
５．２００人以上３００人未満 1社 1%
６．３００人以上 0社 0%
無回答 1社 1%

計 147社 100%

１．事務所, 35

社, 24%

２．工場・作業

所, 28社, 19%

３．店舗, 37社, 

25%

４．住居と一体

化した事業所, 

35社, 24%

５．その他, 7

社, 5%

無回答, 5社, 

3%

１．５人未満, 

79社, 54%

２．５人以上５

０人未満, 54

社, 37%

３．５０人以上

１００人未満, 7

社, 5%

４．１００人以

上２００人未満, 

5社, 3%

５．２００人以

上３００人未満, 

1社, 0%

６．３００人以

上, 0社, 0%

無回答, 1社, 

1%
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２－４ 所在地区について  

 

  

１．深谷地区 53社 36%
２．藤沢地区 9社 6%
３．幡羅地区 9社 6%
４．明戸地区 4社 3%
５．大寄地区 2社 1%
６．八基地区 4社 3%
７．豊里地区 8社 5%
８．上柴地区 10社 7%
９．南地区 3社 2%
10．岡部地区 14社 10%
11．川本地区 14社 10%
12．花園地区 16社 11%
無回答 1社 1%

計 147社 100%

１．深谷地区, 

53社, 36%

２．藤沢地区, 

9社, 6%

３．幡羅地区, 

9社, 6%

４．明戸地区, 4

社, 3%
５．大寄地区, 2

社, 1%

６．八基地区, 4

社, 3%

７．豊里地区, 8

社, 5%

８．上柴地区, 

10社, 7%

９．南地区, 3

社, 2%

10．岡部地区, 

14社, 9%

11．川本地区, 

14社, 10%

12．花園地区, 

16社, 11%

無回答, 1社, 

1%
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２－５ 深谷市での事業年数について  

 

 

 

  

１．１年未満 0社 0%
２．１年以上３年未満 3社 2%
３．３年以上５年未満 3社 2%
４．５年以上１０年未満 6社 4%
５．１０年以上２０年未満 17社 12%
６．２０年以上 117社 80%
無回答 1社 1%

計 147社 100%

１．１年未満, 0社, 0% ２．１年以上３年未

満, 3社, 2% ３．３年以上５年未

満, 3社, 2%

４．５年以上１０

年未満, 6社, 4%

５．１０年以上２０

年未満, 17社, 

11%

６．２０年以上, 

117社, 80%

無回答, 1社, 1%
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（８）環境への意識調査（事業者アンケート） 

①環境全般について 

問２‐６ 貴事業所は、直近５年間の間に環境に関する苦情を受けましたか。（あてはまるもの１つに○） 

・設問に対し、「苦情はない」の回答が最も多く 93％という結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

１．苦情はない 137社 93%
２．苦情は受けたが、解
決済み

8社 5%

３．苦情を受け、現在処
理中

2社 1%

無回答 0社 0%
計 147社 100%

１．苦情はな

い, 137社, 93%

２．苦情は受けたが、

解決済み, 8社, 6%

３．苦情を受け、現在

処理中, 2社, 1%

無回答, 0社, 0%
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問２‐７ 問６で「苦情は受けたが、解決済み」、「苦情を受け、現在処理中」と回答し 

た方に伺います。苦情を受けた内容はどのようなことですか。（あてはまるものに○） 

・設問に対し、「悪臭などの苦情」の回答が最も多く 30％という結果となりました。 

 

 

 

  

１．騒音･振動に関する
苦情

1社 10%

２．ばい煙など大気に関
する苦情

0社 0%

３．雑草などの苦情 2社 20%
４．悪臭などの苦情 3社 30%
５．水質に関する苦情 1社 10%
６．その他 1社 10%
無回答 2社 20%

計 10社 100%

１．騒音･振動

に関する苦情, 

1社, 10%

２．ばい煙など

大気に関する

苦情, 0社, 0%

３．雑草などの

苦情, 2社, 20%

４．悪臭などの

苦情, 3社, 30%５．水質に関す

る苦情, 1社, 

10%

６．その他, 1

社, 10%

無回答, 2社, 

20%
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問２‐８ 貴事業所では、どのような環境問題に関心を持っていますか。 

（あてはまるものなかで特に重要だと思うものを３つまで○） 

・設問に対し、「地球温暖化」の回答が最も多く 56％、次いで「異常気象」の回答が 54％という結果と

なりました。 

 

 

 

 

  

１．地球温暖化 82社 56%
２．異常気象 80社 54%
３．オゾン層の破壊 10社 7%
４．酸性雨 2社 1%
５．森林減少 9社 6%
６．海洋汚染 9社 6%
７．大気汚染 13社 9%
８．騒音・振動 11社 7%
９．悪臭 11社 7%
１０．水質汚濁 14社 10%
１１．土壌汚染 5社 3%
１２．地盤沈下 2社 1%
１３．ごみの増加 13社 9%
１４．ごみの処理・リサイ
クル

38社 26%

１５．ごみの不法投棄 14社 10%
１６．ごみの最終処分場
のひっ迫

8社 5%

１７．有害化学物質によ
る環境汚染

8社 5%

１８．野生生物や希少な
動植物・生態系の減少・
絶滅

5社 3%

１９．身近な自然の減少 17社 12%
２０．放射性物質による
環境汚染

8社 5%

２１．関心がない 3社 2%
２２．その他 2社 1%



56 

 

  

56%

54%

7%

1%

6%

6%

9%

7%

7%

10%

3%

1%

9%

26%

10%

5%

5%

3%

12%

5%

2%

1%

１．地球温暖化

２．異常気象

３．オゾン層の破壊

４．酸性雨

５．森林減少

６．海洋汚染

７．大気汚染

８．騒音・振動

９．悪臭

１０．水質汚濁

１１．土壌汚染

１２．地盤沈下

１３．ごみの増加

１４．ごみの処理

・リサイクル

１５．ごみの不法投棄

１６．ごみの最終

処分場のひっ迫

１７．有害化学物質

による環境汚染

１８．野生生物や希少な動植

物・生態系の減少・絶滅

１９．身近な自然の減少

２０．放射性物質

による環境汚染

２１．関心がない

２２．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問２‐９ 深谷市の環境対策に関して、満足度をお答えください。 

・設問に対し、「満足」、「やや満足」の合計が最も多いのは「資源の有効活用と廃棄物処分量の削減」で

64％、次いで「心休まる環境の保全」が 59％という結果となりました。 

  

4%

3%

18%

12%

9%

5%

10%

16%

15%

10%

22%

30%

46%

35%

37%

24%

22%

43%

35%

33%

16%

18%

7%

12%

12%

19%

16%

10%

11%

16%

4%

5%

5%

3%

5%

2%

5%

3%

4%

5%

49%

39%

20%

35%

31%

46%

43%

24%

30%

32%

5%

5%

4%

4%

5%

4%

4%

4%

5%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

温室効果ガス削減などの地球

温暖化問題に関する対応や啓発

電気使用量削減やクリーン

エネルギー導入の推進

ごみの分別促進活動や

ごみ処分量の減少

廃棄物処理施設整備や

未処理廃棄物量の削減

自然緑地や河川の環境保全の推進

地域の生態系の保全や

特定外来生物への対策

地下水や土壌などの環境保全、

有害物質の監視や除去

空気のきれいさ・静けさなど生活

環境や景観・文化財などの保全

学校や市民への環境学習機会の確保

市民・事業者・行政が連携した

環境保全活動の実施

１．満足 ２．やや満足 ３．やや不満

４．不満 ５．どちらともいえない 無回答
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問２‐１０ 深谷市の環境対策に関して、重要度をお答えください。 

（それぞれの項目であてはまるもの１つに○） 

・設問に対し、「重要」、「やや重要」の合計が最も多いのは「自然やみどりの環境の保全」で 90％、次

いで「安全な生活環境の保全」が 82％という結果となりました。 

 

  

39%

37%

46%

44%

53%

39%

44%

44%

41%

32%

36%

37%

38%

38%

37%

39%

38%

41%

45%

50%

4%

6%

2%

3%

1%

7%

1%

5%

3%

5%

2%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

18%

16%

10%

12%

7%

14%

7%

9%

9%

13%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

温室効果ガス削減などの地球

温暖化問題に関する対応や啓発

電気使用量削減やクリーン

エネルギー導入の推進

ごみの分別促進活動や

ごみ処分量の減少

廃棄物処理施設整備や

未処理廃棄物量の削減

自然緑地や河川の環境保全の推進

地域の生態系の保全や

特定外来生物への対策

地下水や土壌などの環境保全、

有害物質の監視や除去

空気のきれいさ・静けさなど生活

環境や景観・文化財などの保全

学校や市民への環境学習機会の確保

市民・事業者・行政が連携した

環境保全活動の実施

１．重要 ２．やや重要 ３．やや重要でない

４．重要でない ５．どちらともいえない 無回答
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問２‐１１ 貴事業所では、環境保全の取組について、どのように思われていますか。 

（あてはまるもの１つに○） 

・設問に対し、「事業所の社会的責任である」の回答が最も多く 28％、次いで「省エネルギーや資源の

リサイクルは経費削減につながる」の回答が 15％という結果となりました。 

  

  

１．環境ビジネスの可能性が広がるビジネスチャ
ンスである

3社 2%

２．今後の業績を左右する重要な要素のひとつ
である

10社 7%

３．事業所の社会的責任である 41社 28%
４．環境保全の重要性を感じるため、取り組むも
の

8社 5%

５．事業所周辺の住民との良好な関係を維持す
るため、取り組むもの

16社 11%

６．事業所や商品などのイメージアップにつなが
る

4社 3%

７．省エネルギーや資源のリサイクルは経費削
減につながる

22社 15%

８．利益に関わらず、法的規制を遵守するため、
取り組むもの

10社 7%

９．業界や親会社が独自の基準などを遵守する
ため、取り組むもの

3社 2%

10．特に理由はない 10社 7%
11．当事業所では特に環境を守るための取組を
行っていない

10社 7%

12．その他 0社 0%
無回答 10社 7%

計 147社 100%

１．環境ビジネスの可能

性が広がるビジネスチャ

ンスである, 3社, 2%

２．今後の業績を左右

する重要な要素のひと

つである, 10社, 7%

３．事業所の社会

的責任である, 41

社, 28%

４．環境保全の重要

性を感じるため、取

り組むもの, 8社, 5%

５．事業所周辺の住民と

の良好な関係を維持す

るため、取り組むもの, 

16社, 11%

６．事業所や商品な

どのイメージアップ

につながる, 4社, 2%

７．省エネルギーや資源

のリサイクルは経費削減

につながる, 22社, 15%

８．利益に関わらず、

法的規制を遵守する

ため、取り組むもの, 

10社, 7%

９．業界や親会社

が独自の基準など

を遵守するため、取

り組むもの, 3社, 2%

10．特に理由は

ない, 10社, 7%

11．当事業所では特に環境

を守るための取組を行って

いない, 10社, 7%

12．その他, 0

社, 0% 無回答, 10社, 

7%
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問２‐１２ 貴事業所では、今後、企業が社会的信用を得るため、何に力を入れるべきだと考え 

ますか。（あてはまるもののなかで特に重要だと思うものを３つまで○） 

・設問に対し、「顧客重視」の回答が最も多く 35％、次いで「コンプライアンス」の回答が 32％という

結果となりました。 

 

 

  

１．利益の増大 20社 14%
２．新しい商品やサービスの開発 21社 14%
３．情報開示による透明性 19社 13%
４．顧客重視 51社 35%
５．コンプライアンス 47社 32%
６．環境保護 30社 20%
７．環境活動やボランティア活動の支援 21社 14%
８．環境マネジメント（ＩＳＯ140001など） 6社 4%
９．持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の取組 31社 21%
10．特に考えていない 16社 11%
11．その他 26社 18%
無回答 5社 3%

計 293社 199%

14%

14%

13%

35%

32%

20%

14%

4%

21%

11%

18%

3%

１．利益の増大

２．新しい商品やサービスの開発

３．情報開示による透明性

４．顧客重視

５．コンプライアンス

６．環境保護

７．環境活動やボラン

ティア活動の支援

８．環境マネジメント

（ＩＳＯ140001など）

９．持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ）の取組

10．特に考えていない

11．その他

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問２‐１３ 貴事業所では、次のような環境保全の取組を実施していますか。あるいは、今後、実施しよ

うと考えていますか。（それぞれの項目であてはまるもの１つに○） 

・設問に対し、「実施中」が最も多いのは「冷暖房の温度調整や照明などの節電」で 78％、次いで「照

明器具のＬＥＤへの更新」が 69％という結果となりました。 

 

78%

69%

20%

14%

31%

22%

19%

19%

17%

5%

12%

23%

37%

44%

39%

50%

39%

40%

33%

27%

2%

1%

20%

18%

12%

7%

14%

17%

29%

35%

7%

5%

16%

18%

14%

16%

20%

21%

16%

29%

1%

1%

6%

5%

3%

5%

7%

3%

4%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

冷暖房の温度調整や照明などの節電

照明器具のＬＥＤへの更新

事業所を高断熱・高気密による

空調の省エネルギー化

エコカー（電気自動車

など）の優先的な購入

エコドライブの指導・実施

使い捨て製品の購入・使用の抑制

グリーン購入の実施

水漏れ点検、水の再利用や循環

利用、雨水の利用などの節水

太陽光発電などの再生

可能エネルギーの導入

廃熱、木材資源によるエネルギー利用

実施中 今後の実施を検討

今後も実施するつもりはない 業務上必要なし

無回答
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14%

24%

52%

52%

65%

51%

21%

14%

20%

49%

37%

37%

23%

24%

31%

43%

22%

18%

10%

4%

3%

4%

1%

2%

5%

2%

5%

23%

30%

7%

18%

7%

12%

29%

56%

54%

4%

5%

1%

3%

3%

3%

3%

5%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

二酸化炭素などの温室

効果ガスの排出量の削減

オゾン層破壊物質（フロンなど）の

使用抑制・排出防止、適正処理など

紙の使用量の削減

梱包材の回収・再利用

廃棄物の分別の徹底による資源化

リサイクルの推進による廃棄物の減量化

紙ストローなどの使用による

プラスチックごみの抑制

ばい煙や粉じんなどの大気への汚染対策

河川などへの水質汚濁対策

実施中 今後の実施を検討

今後も実施するつもりはない 業務上必要なし

無回答
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問２‐１４ 貴事業所では、次のような環境管理に関する取組を実施していますか。あるいは、今後、実

施しようと考えていますか。（それぞれの項目であてはまるもの１つに○） 

・設問に対し、「実施中」が最も多いのは「ごみの減量化・リサイクル計画の作成」で 6％、次いで

「ISO14001の認証取得」、「環境担当組織の設置」が 3％という結果となりました。 

 

  

3%

2%

2%

1%

6%

3%

18%

22%

21%

22%

21%

33%

23%

33%

33%

34%

33%

34%

24%

32%

42%

39%

38%

38%

41%

32%

37%

3%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ISO14001の認証取得

エコアクション21への参加

その他の環境マネジメント

システムの認証取得

環境報告書の作成

環境会計の導入

ごみの減量化・リサ

イクル計画の作成

環境担当組織の設置

実施中 今後の実施を検討

今後も実施するつもりはない 業務上必要なし

無回答
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問２‐１５ 貴事業所では、環境に関する取組によって何か効果はありましたか。 

（あてはまるもののなかで特に効果のあったものを３つまで○） 

・設問に対し、「効果はない」の回答が最も多く 34％、次いで「コスト削減」の回答が 28％という結果

となりました。 

 

 

  

１．利益の増大 7社 5%
２．コスト削減 41社 28%
３．業務改善 25社 17%
４．社会的信用の増大 24社 16%
５．事業所のイメージアップ 24社 16%
６．新しい商品やサービスの開発 7社 5%
７．新たな事業による新規雇用 2社 1%
８．周辺環境の保全 34社 23%
９．効果はない 50社 34%
10．その他 2社 1%

計 216社 147%

5%

28%

17%

16%

16%

5%

1%

23%

34%

1%

１．利益の増大

２．コスト削減

３．業務改善

４．社会的信用の増大

５．事業所のイメージアップ

６．新しい商品やサービスの開発

７．新たな事業による新規雇用

８．周辺環境の保全

９．効果はない

10．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問２‐１６ 貴事業所は、環境を守るための取組を進めるうえで、何が必要だと思い 

ますか。（特に必要だと思うものを３つまで○） 

・設問に対し、「取組方法や日常生活での工夫などについての情報」の回答が最も多く 48％、次いで「環

境問題の現状や生活との関わりについての情報」の回答が 47％という結果となりました。 

 

 

  

１．環境問題の現状や生活との関わりについて
の情報

69社 47%

２．取組方法や日常生活での工夫などについて
の情報

71社 48%

３．一緒に活動できる団体・事業者などとのネッ
トワーク

21社 14%

４．取組について相談ができる窓口 31社 21%
５．講習会や活動に参加する時間 19社 13%
６．取組に対する助成制度 60社 41%
７．特に必要なものはない 18社 12%
８．その他 1社 1%

計 295社 201%

47%

48%

14%

21%

13%

41%

12%

1%

１．環境問題の現状や生活との関わりに

ついての情報

２．取組方法や日常生活での工夫などに

ついての情報

３．一緒に活動できる団体・事業者などと

のネットワーク

４．取組について相談ができる窓口

５．講習会や活動に参加する時間

６．取組に対する助成制度

７．特に必要なものはない

８．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問２‐１７ 今後、環境に関する取組を推進するうえで、事業者の役割として何が重要だと 

思いますか。（特に重要だと思うものを３つまで○） 

・設問に対し、「環境に関する法令などの順守」の回答が最も多く 47％、次いで「環境にやさしい製品・

サービスの提供」の回答が 32％という結果となりました。 

 

  

１． 環境に関する法令などの順守 69社 47%
２． 環境にやさしい製品・サービスの
提供

47社 32%

３． 製品の製造やサービスを提供す
る段階における環境配慮

40社 27%

４． 事業者の率先した環境保全活動 29社 20%
５． 市民・事業者・市が協働して取り
組むネットワークづくり

28社 19%

６． 市民などの活動を支援する仕組
みづくり

21社 14%

７． 市民などが利用しやすい環境情
報の収集と発信

32社 22%

８． 環境に関する講習会などの開催 16社 11%
９． 環境に関する新たな事業展開
（雇用創出）

8社 5%

10．その他 1社 1%
計 301社 205%

47%

32%

27%

20%

19%

14%

22%

11%

5%

1%

１． 環境に関する法令などの順守

２． 環境にやさしい製品

・サービスの提供

３． 製品の製造やサービスを

提供する段階における環境配慮

４． 事業者の率先した環境保全活動

５． 市民・事業者・市が協働して

取り組むネットワークづくり

６． 市民などの活動を

支援する仕組みづくり

７． 市民などが利用しやすい

環境情報の収集と発信

８． 環境に関する講習会などの開催

９． 環境に関する新たな

事業展開（雇用創出）

10．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問２‐１８ 今後、環境に関する取組を推進するうえで、市民の役割として何を期待しますか。（特に期

待するものを３つまで○） 

・設問に対し、「身近な自然環境や動植物の保全」の回答が最も多く 44％、次いで「ごみの分別の徹底

や減量」の回答が 42％という結果となりました。 

 

 

  

１． 身近な自然環境や動植物の保全 65社 44%
２． 環境にやさしい製品・サービスの優先的な
選択

38社 26%

３． 環境問題に取り組む事業者に対する評価・
協力

28社 19%

４． 地域における環境美化活動への参加 33社 22%
５． 環境の現状や課題に対する正しい理解 42社 29%
６． 環境に関する講習会などへの参加 6社 4%
７． 日常生活における省資源・省エネルギーの
実施

40社 27%

８． 太陽光発電など再生可能エネルギーの導入 22社 15%
９． ごみの分別の徹底や減量 62社 42%
10．市民・事業者・市が協働して取り組むネット
ワークづくり

18社 12%

11．その他 2社 1%
計 358社 244%

44%

26%

19%

22%

29%

4%

27%

15%

42%

12%

1%

１． 身近な自然環境

や動植物の保全

２． 環境にやさしい製品・

サービスの優先的な選択

３． 環境問題に取り組む

事業者に対する評価・協力

４． 地域における環境

美化活動への参加

５． 環境の現状や課題

に対する正しい理解

６． 環境に関する

講習会などへの参加

７． 日常生活における省資源・

省エネルギーの実施

８． 太陽光発電など再生

可能エネルギーの導入

９． ごみの分別の徹底や減量

10．市民・事業者・市が協働

して取り組むネットワークづくり

11．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問２‐１９ 今後、環境を守るための取組を推進するうえで、深谷市の役割として 

何を期待しますか。（特に期待するものを３つまで○） 

・設問に対し、「環境保全のための助成・融資制度」、「猛暑、豪雨など自然環境の変化への対応」の回答

が最も多く 42％、次いで「市民・事業者が利用しやすい環境情報の収集と発信」の回答が 28％という

結果となりました。 

 

 

  

１． 環境保全のための助成・融資制度 62社 42%
２． 市民・事業者の活動を支援する仕
組みづくり

40社 27%

３． 市民・事業者・市が協働して取り
組むネットワークづくり

29社 20%

４． 市民・事業者が利用しやすい環境
情報の収集と発信

41社 28%

５． 市民・事業者が参加しやすい環境
学習、環境教育の実施

22社 15%

６． 市民・事業者に対する環境保全意
識の啓発

21社 14%

７． 環境に関する相談窓口の設置 17社 12%
８． 市民・事業者が活動する場、イベ
ントの提供

9社 6%

９． 豊かな自然環境を活用した観光振
興などの地域活性化

23社 16%

10．猛暑、豪雨など自然環境の変化
への対応

62社 42%

11．その他 5社 3%
計 338社 230%

42%

27%

20%

28%

15%

14%

12%

6%

16%

42%

3%

１． 環境保全のための助成・融資制度

２． 市民・事業者の活動を

支援する仕組みづくり

３． 市民・事業者・市が協働して

取り組むネットワークづくり

４． 市民・事業者が利用しや

すい環境情報の収集と発信

５． 市民・事業者が参加しやすい

環境学習、環境教育の実施

６． 市民・事業者に対する

環境保全意識の啓発

７． 環境に関する相談窓口の設置

８． 市民・事業者が活動

する場、イベントの提供

９． 豊かな自然環境を活用した

観光振興などの地域活性化

10．猛暑、豪雨など自然

環境の変化への対応

11．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問２‐２０ 今後、環境を守るための取組を推進するうえで、最も重要な役割を担うのは、 

次のうちどれだと思いますか。（あてはまるもの１つに○） 

・設問に対し、「わからない」の回答が最も多く 44％、次いで「事業者」の回答が 40％という結果とな

りました。 

 

  

１．事業者 59社 40%
２．民間団体 8社 5%
３．行政（国・県・市） 3社 2%
４．わからない 65社 44%
５．その他 9社 6%
無回答 3社 2%

計 147社 100%

１．事業者, 59

社, 41%

２．民間団体 , 

8社, 6%
３．行政（国・県・

市）, 3社, 2%

４．わからない, 

65社, 45%

５．その他, 9

社, 6%
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②地球温暖化について 

問３‐２１ 温室効果ガス（二酸化炭素など）の排出による地球温暖化問題について、 

どのように思われていますか。（あてはまるを３つまで○） 

・設問に対し、「省エネルギーの取組など、日頃の積み重ねが大事」回答が最も多く 52％、次いで「深

谷市の計画について知りたい」という結果となりました。 

 

 

  

１．地球全体での影響についてもっと知りたい 44社 30%
２．温室効果ガスの影響についてもっと知りたい 42社 29%
３．深谷市の計画について知りたい 68社 46%
４．省エネルギーの取り組みなど、日頃の積み
重ねが大事

76社 52%

５．よくわからない 20社 14%
６．その他 4社 3%

計 254社 173%

30%

29%

46%

52%

14%

3%

１．地球全体での影響に

ついてもっと知りたい

２．温室効果ガスの影響

についてもっと知りたい

３．深谷市の計画について知りたい

４．省エネルギーの取り組みなど、

日頃の積み重ねが大事

５．よくわからない

６．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問３‐２２ 温室効果ガス排出量の削減を進めるための取組として有効と考えること 

は何ですか。（あてはまるものを３つまで○） 

・設問に対し、「市民一人一人の行動」の回答が最も多く 70％、次いで「行政（国・県・市）の取組」の

回答が 51％という結果となりました。 

 

 

  

１．市民一人一人の行動 103社 70%
２．環境教育の充実 30社 20%
３．事業者等の自主的な取組 44社 30%
４．温室効果ガスを大量に排出する事業者等へ
の規制

43社 29%

５．温室効果ガス排出への課税や補助等、経済
的な誘導

35社 24%

６．行政（国・県・市）の取組 75社 51%
７．法律などの強制力 10社 7%
８．その他 2社 1%

計 342社 233%

70%

20%

30%

29%

24%

51%

7%

1%

１．市民一人一人の行動

２．環境教育の充実

３．事業者等の自主的な取組

４．温室効果ガスを大量に排出する事

業者等への規制

５．温室効果ガス排出への課税や補

助等、経済的な誘導

６．行政（国・県・市）の取組

７．法律などの強制力

８．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問３‐２３ 事業所での地球温暖化問題への取組についてどのようにお考えですか。 

（あてはまるもの１つに○） 

・設問に対し、「社会貢献の 1 つであり、積極的に取り組むべきものである」の回答が最も多く 30％、

次いで「事業所での活動に当然含まれるべきものである」の回答が 22％という結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

  

１．事業所での活動に当然含まれ
るべきものである

32社 22%

２．社会貢献の1つであり、積極的
に取り組むべきものである

44社 30%

３．省エネ等、事業活動にメリット
のある範囲で取り組む

24社 16%

４．社会的な要請が高まってお
り、取り組まざるを得ない

13社 9%

５．経済的な事情等により、取り
組みたくても取り組めない状況に

12社 8%

６．事業者は法律や条例の規制
基準を守っていれば十分

3社 2%

７．事業者は経済活動を重視すべ
きであり、環境問題へ積極的に取
り組む必要はない

3社 2%

８．その他 0社 0%
無回答 16社 11%

計 147社 100%

１．事業所での活

動に当然含まれる

べきものである, 32

社, 22%

２．社会貢献の1つ

であり、積極的に

取り組むべきもの

である, 44社, 30%

３．省エネ等、事業

活動にメリットのあ

る範囲で取り組む, 

24社, 16%

４．社会的な要請が高

まっており、取り組まざる

を得ない, 13社, 9%

５．経済的な事情等

により、取り組みたく

ても取り組めない状

況にある, 12社, 8%

６．事業者は法律や

条例の規制基準を

守っていれば十分, 

3社, 2%

７．事業者は経済活動を重

視すべきであり、環境問題

へ積極的に取り組む必要は

ない, 3社, 2%

８．その他, 0社, 0%

無回答, 16

社, 11%
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問３‐２４ 事業所において、温室効果ガス排出量の削減を進めるに当たり必要と考える 

取組をお答えください。（特に必要だと考えるものを３つまで○） 

・設問に対し、「家電製品等の省エネ化や工場での省エネの推進」の回答が最も多く 61％、次いで「風

力発電や太陽光発電など自然エネルギーの利用」の回答が 53％という結果となりました。 

 

 

  

１． 風力発電や太陽光発電など
自然エネルギーの利用

78社 53%

２． 家電製品等の省エネ化や工
場での省エネの推進

89社 61%

３． 物流対策等による自動車交
通量の抑制

34社 23%

４． 温室効果ガス除去方法等の
革新的な環境・エネルギー技術の
研究開発

38社 26%

５． 環境学習の充実、環境情報
の提供、広告の強化による環境
保全意識の高揚

29社 20%

６． 排出量取引などの推進 11社 7%
７． その他 3社 2%

282社 192%

53%

61%

23%

26%

20%

7%

2%

１． 風力発電や太陽光発電

など自然エネルギーの利用

２． 家電製品等の省エネ化や

工場での省エネの推進

３． 物流対策等による

自動車交通量の抑制

４． 温室効果ガス除去方法等の革新的な

環境・エネルギー技術の研究開発

５． 環境学習の充実、環境情報の提供、

広告の強化による環境保全意識の高揚

６． 排出量取引などの推進

７． その他

0% 20% 40% 60% 80%
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③気候変動問題について 

問４‐２５ 近年、地球温暖化の影響に伴い、猛暑日や大雨の頻度の増加など、気象及び気候の極端な現

象の発生頻度が高まっています。気候変動の影響を実感することはありますか。 

・設問に対し、「とても実感する」の回答が最も多く 76％、次いで「どちらかと言えば実感する」の回

答が 20％という結果となりました。 

  

１．とても実感する 111社 76%
２．どちらかと言えば実感する 30社 20%
３．あまり実感しない 3社 2%
４．まったく実感しない 1社 1%
無回答 2社 1%

計 147社 100%

１．とても実感する , 

111社, 76%

２．どちらかと

言えば実感す

る, 30社, 20%

３．あまり実感しな

い , 3社, 2%

４．まったく実感し

ない, 1社, 1%
無回答, 2社, 1%
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問４‐２６ 問２５で気候変動の影響をとても実感する、どちらかと言えば実感すると思うと回答した

方にお聞きします。どのような気候変動の影響を実感していますか。（特に実感するものを３つまで〇）

（実際にご自身が体験したことだけでなく、間接的に耳にしたものを含みます。） 

・設問に対し、「気候の変化」の回答が最も多く 76％、次いで「水害の増加」の回答が 54％という結果

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

１． 気候の変化(猛暑日の増加､暖冬､積雪量の
変化､集中豪雨や大型台風の増加など)

128社 87%

２． 熱中症患者の増加 52社 35%
３． 熱帯性の感染症の増加(デング熱など) 7社 5%
４． 水害の増加(洪水氾濫､土砂災害､浸水被害
など)

79社 54%

５． 海面上昇による低地の高潮被害や水没 18社 12%
６． 農作物の収穫量や品質の変化 31社 21%
７． 水産物の漁獲量や魚種の変化 17社 12%
８． 昆虫や草花など､身近に見られる動植物の
種類の変化

10社 7%

９． 植物の生育の変化(サクラの開花や紅葉の
時期などの変化)

19社 13%

10．渇水による水不足 3社 2%
11．その他 0社 0%

計 364社 248%
回答人数 971社 254%

87%

35%

5%

54%

12%

21%

12%

7%

13%

2%

0%

１． 気候の変化(猛暑日の増加､暖冬､積雪量の

変化､集中豪雨や大型台風の増加など)

２． 熱中症患者の増加

３． 熱帯性の感染症の増加(デング熱など)

４． 水害の増加(洪水氾濫､

土砂災害､浸水被害など)

５． 海面上昇による低地の高潮被害や水没

６． 農作物の収穫量や品質の変化

７． 水産物の漁獲量や魚種の変化

８． 昆虫や草花など､身近に

見られる動植物の種類の変化

９． 植物の生育の変化(サクラの

開花や紅葉の時期などの変化)

10．渇水による水不足

11．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問４‐２７ 気候変動による貴事業所に対する最大のリスクは何ですか。 

（あてはまるもの１つに○） 

・設問に対し、「影響は少ない」の回答が最も多く 26％、次いで「自然災害により事業資産や財務への

ダメージが大きくなる」の回答が 24％という結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１． 現在の製品やサービスが供
給できなくなる

24社 16%

２．原材料の調達が困難になる 30社 20%
３． 自然災害により事業資産や
財務へのダメージが大きくなる

35社 24%

４． 影響は少ない 38社 26%
５． よく分からない 12社 8%
無回答 8社 5%

計 147社 100%

１． 現在の製品や

サービスが供給でき

なくなる, 24社, 16%

２．原材料の調達が困

難になる, 30社, 20%

３． 自然災害により事業

資産や財務へのダメージ

が大きくなる, 35社, 24%

４． 影響は

少ない, 38

社, 26%

５． よく分からない, 

12社, 8%

無回答, 8社, 6%
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問４‐２８ 地球温暖化に伴う影響(気候変動等)に関する情報について、どの媒体からの情報 

をよく見聞きしますか。（特に見聞きするものを３つまで○） 

・設問に対し、「テレビ」の回答が最も多く 90％、次いで「インターネット」の回答が 65％という結果

となりました。 

 

 

  

１．テレビ 133社 90%
２．新聞 68社 46%
３．インターネット 96社 65%
４．ラジオ 19社 13%
５．自治体の広報誌 10社 7%
６．セミナーや講演会等 3社 2%
７．紙媒体（書籍や雑誌） 9社 6%
８．見聞きしたことがない 0社 0%
９．その他 4社 3%

計 342社 233%

90%

46%

65%

13%

7%

2%

6%

0%

3%

１．テレビ

２．新聞

３．インターネット

４．ラジオ

５．自治体の広報誌

６．セミナーや講演会等

７．紙媒体（書籍や雑誌）

８．見聞きしたことがない

９．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問４‐２９ 今後、深谷市が、気候変動に伴う影響に関する情報を広報・発信するために、 

どのような手段が効果的だと考えられますか。（特に効果的だと思うもの３つまで○） 

・設問に対し、「自治体の広報誌での紹介」の回答が最も多く 57％、次いで「インターネットによる配

信」の回答が 44％という結果となりました。 

 

 

  

１． セミナーや講演会などの開催 26社 18%
２． 自治体の広報誌での紹介 84社 57%
３． 報道機関などへの情報提供 43社 29%
４． インターネットによる配信 64社 44%
５． スマートフォンアプリによる配信 43社 29%
６． SNS(フェイスブック､ツイッターな
ど)による配信

26社 18%

７． 街頭でのチラシ配布 9社 6%
８． イベントで啓発(看板掲載･チラ
シ配布など)

24社 16%

９． 出前講座の開催(深谷市や環境
団体が行うもの)

11社 7%

10．その他 2社 1%
計 337社 3%

18%

57%

29%

44%

29%

18%

6%

16%

7%

1%

１． セミナーや講演会などの開催

２． 自治体の広報誌での紹介

３． 報道機関などへの情報提供

４． インターネットによる配信

５． スマートフォンアプリによる配信

６． SNS(フェイスブック､

ツイッターなど)による配信

７． 街頭でのチラシ配布

８． イベントで啓発(看板

掲載･チラシ配布など)

９． 出前講座の開催(深谷

市や環境団体が行うもの)

10．その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問４‐３０ 貴事業所は深谷市が発信する気候変動に関する情報の内容として、どのような 

情報を知りたいと思いますか。（あてはまるもの３つまで○） 

・設問に対し、「市内の気候変動の影響による現象や被害の実態について」の回答が最も多く 73％、次

いで「個人でできる気候変動に伴う対応(適応策)について」の回答が 44％という結果となりました。 

 

 

  

１．市内の気候変動の影響による現
象や被害の実態について

107社 73%

２．個人でできる気候変動に伴う対
応(適応策)について

64社 44%

３．気候変動に関する国や自治体
の取組について

63社 43%

４．気候変動に関する事業者の取
組について

39社 27%

５．その他（具体的に ） 2社 1%
６．特にない 12社 8%

計 287社 195%

73%

44%

43%

27%

1%

8%

１．市内の気候変動の影響による

現象や被害の実態について

２．個人でできる気候変動に

伴う対応(適応策)について

３．気候変動に関する国や

自治体の取組について

４．気候変動に関する

事業者の取組について

５．その他（具体的に ）

６．特にない

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（９）自由意見（事業者アンケート） 

1 
・ＬＥＤ化等の施設展開中でありますが、行政からの、多少の補助金を頂ければありがたい

と考えます。現在推進中！！ 

2 ・同系列の設問が多すぎる感有り。 

3 

１．私達家族は４９年前に神奈川県川崎から引越して来て、家、唐沢川の横土手側に持家で

住んでいます。感謝（４９年前からの環境変化として）当時は土手にかかる全ての橋の構造

が悪く大雨が降ると、大量のゴミや木材が橋のまん中の柱に引っかかりせき止め水があふれ

て、土手が一部分決壊し、２回深谷商業高にお世話に成りました。その後、橋が改善され、橋

のまん中の柱が無くなり、想定以上の雨が降っても、土手を乗り越えて水はあふれてきませ

ん。“安心”。その後、夜逃げ、避難も少なく成ってきました。感謝。２．不便。私も高齢の為

（８０才）車運転危険。買物遠く店迄タクシー生活大変、一人暮らし者宅へ訪問、おうかが

い、安否確認、制度の様な環境もほしいものです。環境は環境でも暮らし環境の改善がほし

いものですね。３．深谷はさみしい。今や深谷駅を通っての渋沢栄一さんの記念館観光客が

多く、帰る時の感想は深谷の町ってこんなに寂しい町なのですね。期待外れ土産物の店も無

い。深っかちゃんだけが笑顔で回転している。栄一さんの銅像も目だたない町の本気度を感

じられません。残念と言って帰って行くお客さん多い。４．色々書いてすみません。 

4 アライグマハクビシンの生体増加による環境被害。ふん、尿悪臭等。 

5 このようなアンケートは、年末や年始や決算期等をはずして欲しい。 

6 
この様なアンケートの回答もペーパーレスにして市のＨＰやメールによるオンラインで実施

すれば紙を使わなくてよいのでは？ 

7 
環境美化や住環境等の改良等は促進すべきと思うが、温暖化については特に動かず様子見し

ているが良い。反転する可能性あり。 

8 

県北地圧で、ＥＶやＦＣＥＶなどを導入している事業所や、行政機関がありません。水素ス

テーション、充電スタンドの早期設置を希望します。特にＦＣＥＶに関しては、お客様の関

心も高く、深谷市のリーダーシップを期待します。 

9 
個人としては、市民一人一人が出来る事をする事が大切だと思います。事業として考えると、

売り上げが減少する恐れがあるので、極端に環境が重視されるのは、賛成できない。 

10 
最近の戸建住宅の建設現場を見ているととても緑が１つも無い（駐車場だけ）住宅が多い。

せめて木１本だけでも植えて欲しいと思う。 

11 

仕事から環境問題には関心が有ります。温暖化により真夏の対応の仕方や苦心しています。

外仕事のため従業員も長続きせず大変です。経済的にも大変です。でも、緑の仕事ですので

切れる事はないのですが、毎日、なやみます。市としても宜しくおねがいします。 

12 市街地に街路樹が少ない。 

13 市民個人：家族（家庭）の自覚と決意に基づく行動。 

14 事業所前の市道が凹んでいて降雨後大きな水溜りが出来て難儀している。 

15 
小島市長にひとこと。来年市長選があります。もっと深谷市を盛り上がるためにがんばって

下さい！ 

16 深谷市のゴミ収集が毎日行われている事は素晴らしいと思います。街がきれいな状態を保て
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ています。ＣＯ２削減が課題とされていますが、その為に森林を伐採し太陽光発電をしたり、

という事は本末転倒と感じます。ＣＯ２を削減する事も大切ですが、Ｏ．酸素を作る議論が

されないのはなぜか？酸素は樹木によってつくられるもので、それを街に増やしていく事が

都市景観も整い、環境も改善されていくのに、区画整理を見ても、知識のない設計者が行っ

ていると感じます。利便性や、表面だけの経済性を優先して来たから、気候変動問題が起き

て来た事をよく理解し、自然の中に人が生きている事を実感できる町づくり、深谷市になっ

てほしい。市職員の意識改革が必要と強く感じます。 

17 
深谷市の下水を適正に処理していただきたい。雨水をなるべく流さないで浸透させて下さい。

街中のエゴが環境を悪化させます。 

18 
深谷市はゴミが出せる日が多いのでたすかります。分別はきちんとして身近な所から取り組

みましょう。 

19 

深谷市は日本全体からみて平坦地が多く、比較的災害が少ない場所である。それでも地球温

暖化の影響は内陸特有の高温化により、人体へのダメージや農作物の損害等が著しく発生す

ると思われる。特に農地面積の多い当市は農業後継者の減少等により、遊休地が多く、更に

温暖化により農作物生産量の減少を考えると、現時点でうまい対策はみあたらない。地球温

暖化の原因を少しでも減らす対策として次のことを提案したい。１．遊休農地に太陽光発電

施設を設け易くする。（深谷市の方針に合わないと思うが、農地ばかり大切にしてもメリット

が上がっていますか？逆に規制ばかり強く深谷市の発展になっていないと思われる。）晴天の

時ばかりではないので太陽光発電はメリットが少ないという意見を耳にするが、バッテリー

に充電するという組み合わせで解決できると考えられる。これからのバッテリーの性能は

増々よくなっていくと思われる。（例えば個体バッテリー）２．現在の深谷市は商業施設も少

く、昔からの商店がやっと商売している状態である。市の中心部を区画整理しているが、計

画から数十年たっており、なかなか進んでいないし、魅力ある商店も少ない。それに比べる

と深谷市よりも人口の少ない本庄市は、魅力的な営業施設がどんどん増えて発展している。

そのため、深谷市の消費者はわざわざ車を使い市外へ買い物へ出かけている。（熊谷市へも）

排ガス防止の面からも魅力ある店舗を市内に呼び込むべきである。アウトレットもよいが、

市の中心部が増々さびれてゆく。バランスが大事である。それには土地の規制をもっと緩め

るべきである。以上、代表的な意見を二つばかり述べたが、地球温暖化を少しでも防止する

ための提案を市民の一人として、申し上げてみた。これからの深谷市として、もっと柔軟な

考え方をもって、地球温暖化防止を進めて欲しい。 

20 太陽光発電は、推進しないでほしい。最終的に環境問題になる。 

21 
台風等の大雨による洪水、河川氾濫等、住民に災害が及ぶ、危険性があった時、いち早く、１

人残らず危険や避難の情報が伝わり、被害者０人であってほしい。 

22 特になし 

23 

本園でもプラスチックやビニール等はすぐに処分するのではなく、ゴミや汚れたオムツなど

入れる袋として利用している。また各家庭で出るプラスチック製品や空き容器・空箱などを、

子どもたちの製作活動として活用している。スーパーの魚や肉は、トレーやビニールで包み

一つ一つ包装してあり、家庭でのゴミが増える一方である。野菜や果物等は、包装せずバラ
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売りで良いと思います。ペットボトルもビンに変えたりできないものでしょうか。 

24 野焼き 

25 率先した、再エネ電源の導入 
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【市の取組の重要度・満足度の相対比較及び相関分析について】 

環境への取組に対する満足度・重要度の相対比較と相関分析を行うため、満足度と重要度を下記により

指数化しました。 

 

① 各選択肢の指数の基数 

基数 ５ ４ ３ ２ １ 

満足度 満足 やや満足 
どちらでも

ない 
やや不満 不満 

重要度 重要 やや重要 
どちらでも

ない 

やや重要で

ない 
重要でない 

 

② 指数の算出方法（※満足度の場合） 

 ［５×（「満足」の回答者数）＋４×（「やや満足」の回答者数）＋３×（「どちらでもない」の回答者

数）＋２×（「やや不満」の回答者数）＋１×（「不満」の回答者数）]／回答者総数（※無回答・無効を

除く） 

 

③ 相対比較及び相関分析結果 

分析の結果、満足度・重要度の最も高い取組は「廃棄物の適正な処分」となりました。また、満足度が

低く、重要度が高い取組としては「不法投棄やポイ捨て対策」となりました。 
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図 市の取組の重要度・満足度の相対比較及び相関（事業者） 

 

 

 

 

 

温室効果ガス削減などの地球

温暖化問題に関する対応や啓発

電気使用量削減や

クリーン

エネルギー導入の

推進

ごみの分別促進活動や

ごみ処分量の減少

廃棄物処理施設整備や

未処理廃棄物量の削減

自然緑地や河

川の環境保全

の推進

地域の生態系の保全や

特定外来生物への対策

地下水や土壌な

どの環境保全、

有害物質の監視

や除去

空気のきれいさ・

静けさなど生活

環境や景観・文化

財などの保全

学校や市民への

環境学習機会の

確保

市民・事業者・行政が連携した

環境保全活動の実施
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←

高
い

重
要
度

低
い→

←低い 満足度 高い→

満足度・重要度どちらも高い

満足度が高く、重要度が低い満足度、重要度どちらも低い

満足度が低く、重要度が高い
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５ 世界と国の動向 

  

年 世界の動き
1992年 気候変動枠組条約策定

1992年に5月9日、第5回気候変動に関する政府間交渉(INC5)でまとめられた温暖化防止に向けた国際的枠

組み条約。同年6月にリオで開催された地球サミットで各国の署名が始まり、ECを含む154ヶ国が署名した。

1994年 気候変動枠組条約発効（3月）

1995年 ベルリンマンデート採択

1995年4月ベルリンで開催された気候変動枠組み条約第1回締約国会議(COP1)で採択。2000年以降の対策
について第3回締約国会議(COP3)で数値目標をともなった議定書を採択することを約束した。

1996年 閣僚宣言

1996年7月ジュネーヴで開催された第2回締約国会議(COP2)の閣僚会議で合意された宣言。アメリカの提案
で、「法的拘束力」のある数値目標をCOP3で合意するという内容になった。

1997年 京都議定書採択（12月）

1997年12月に京都で開催された第三回締約国会議(COP3)で採択。いわゆる先進国が6つの温室効果ガス
を削減する数値目標と目標達成期間が合意された。

1998年 ブエノスアイレス行動計画

1998年11月ブエノスアイレスで開催された第4回締約国会議(COP4)で採択された。第6回締約国会議(COP6)
で京都メカニズムや遵守制度など京都議定書に関する主要な論点について、詳細なルールを合意するよう

努めることを合意。

2001年 ボン合意

COP4で採択されたブエノスアイレス行動計画に基づき、2001年7月ボンで開催された第6回締約国会議

(COP6)再開会合で大臣が京都議定書を実施していくために必要な京都メカニズムや遵守制度などの詳細
なルールの骨格要素に合意したもの

マラケシュ合意

COP4で採択されたブエノスアイレス行動計画に基づき、2001年11月マラケシュで開催された第7回締約国会
議(COP7)で合意した京都議定書を実施していくために必要な京都メカニズムや遵守制度などの詳細なルー

ル。

2005年 京都議定書発効

2005年2月16日、発効条件を満たしたため、京都議定書が発効した。これより京都議定書に法的な拘束力が

発生する。

2007年 ハイリゲンダム・サミット（6月）

「2050年までに地球規模での温室効果ガス排出を少なくとも半減させることを含む、EU、カナダ及び日本によ

る決定を真剣に検討する」ことで一致
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第４次評価報告書統合報告書公表(11月17日)

気候変動枠組条約第13回締約国会議（COP13）及び京都議定書第3回締約国会合（CMP3）（12月）バリ/イン

ドネシア
「バリ行動計画」を採択：「ポスト京都」の枠組みを2009年までの合意を前提にスケジュールや論点などをまと

めた工程表、条約のもとでの新たに設置される特別作業部会を設置し、議論することとした。

アメリカ元副大統領アル・ゴア氏、国連IPCC（気候変動に関する政府間パネル）がノーベル平和賞を受賞（12
月）

2008年 原油価格史上最高値を記録（147ドル/バレル）（7月）

世界的金融危機リーマンショック（9月）

気候変動枠組条約第14回締約国会議（COP14）及び京都議定書第4回締約国会合（CMP4）（12月）ポーラン

ド／ポズナン

京都議定書の第一約束期間以降の枠組みについて、気候変動枠組条約の下および京都議定書の下での2
つの特別作業部会（AWG-LCAおよびAWG-KP）の場で議論。来年本格的な国際交渉に入ることを踏まえ、

2009年の作業計画を策定し、各国の見解等を共有した。
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年 世界 の動き
2009年 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）設立（1月）

気候変動枠組条約第15回締約国会議（COP15）及び京都議定書第5回締約国会合（CMP5）（12月）デンマー

ク/コペンハーゲン

コペンハーゲン合意の主な内容：

（1）地球の気温の上昇を2℃以内に抑えること。

（2）先進国は2020年までに削減すべき目標、途上国は削減のための行動をそれぞれ決めて、2010年1月末

までに提出すること。

（3）先進国の削減目標と、途上国の削減行動の結果は、COPによって確立される(既存も含む)ガイドラインに

よって、測定、報告、検証（MRV）がされること。

（4）途上国の温暖化対策を支援するため、先進国合同で2010-2012年に300億ドルと、2020年までに毎年

1000億ドルを支援動員の目標とすること

2010年 気候変動枠組条約第16回締約国会議（COP16）及び京都議定書第6回締約国会合（CMP6）（11月）カンクン

（メキシコ）

工業化以前に比べ気温上昇を2℃以内に抑えるとの観点から、大幅削減の必要性の認識を共有

2011年 気候変動枠組条約第17回締約国会議（COP17）及び京都議定書第7回締約国会合（CMP7）（11月）ダーバン

（南アフリカ）

（1）将来の枠組みへの道筋、（2）京都議定書第二約束期間に向けた合意、（3）緑の気候基金、及びカンクン

合意の実施などを内容とした「ダーバン合意」を採択した。京都議定書については、第二約束期間の設定に

向けた合意を採択した。日本、カナダ、ロシアは第二約束期間には参加しないことを明らかにした。将来の枠

組みに関しては、法的文書を作成するための新しいプロセスである「強化された行動のためのダーバン・プ

ラットフォーム特別作業部会」を立ち上げ、可能な限り早く、遅くとも2015年中に作業を終えて、議定書、法的

文書または法的効力を有する合意成果を2020年から発効させ、実施に移すとの道筋に合意した。

2012年 気候変動枠組条約第18回締約国会議（COP18）及び京都議定書第8回締約国会合（CMP8）（11月）ドーハ（カ

タール）

一連のCOP及びCMPの決定を「ドーハ気候ゲートウェイ」として採択した。

2013年 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第5次評価報告書第1作業部会～自然科学的根拠～（WG1）公表（9

月）

2014年 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第5次評価報告書第2作業部会～影響・適応・脆弱性～（WG2）公表

（3月）

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第5次評価報告書第3作業部会～気候変動の緩和～（WG3）公表（4

月）

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第5次評価報告書統合報告書公表（11月2日）

2015年 SDGs（持続可能な開発目標）の採択（9月）

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」（複数の課題の統合的解決を目指すSDGｓを含む）を国連総会

で採択。

パリ協定採択（COP21)

気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）において、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のため

の新たな国際的枠組みとなる「パリ協定」が採択。（12月12日）

2016年 パリ協定発効（11月4日）

協定発効には55カ国以上が批准し、世界の温暖化ガス排出量の55%に達する必要があったが、10月5日に2

つの条件を満たし11月4日、発効した。

2018年 IPCC1.5℃特別報告書の公表（10月）

COP21 における国連気候変動枠組条約（UNFCCC)からの要請に基づき、1.5℃の気温上昇にかかる影響や

関連する地球全体での温室効果ガス排出経路に関する「1.5℃特別報告書」を公表した。

2019年 IPCC 海洋・雪氷圏特別報告書（9月）

IPCCは、2016年4月にケニヤ・ナイロビで開催された第43回IPCC総会において、「変化する気候下での海洋・

雪氷圏に関するIPCC特別報告書」（海洋・雪氷圏特別報告書：SROCC）を作成することを決定。

海洋・雪氷圏に関する過去・現在・将来の変化、並びに高山地域、極域、沿岸域、低平な島嶼及び外洋にお

ける影響（海面水位の上昇、極端現象及び急激な現象等）に関する新たな科学的文献を評価することを目

的として作成された。

2020年 パリ協定の実施段階に入る
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年 国内の動き
1990年 地球温暖化防止行動計画公布

1990年10月23日、地球環境保全に関する関係閣僚会議で、「当面の地球温暖化対策の検討について」(同年6月18日地球環境保

全に関する関係閣僚会議申合せ)に基づき、定められた最初の政府の地球温暖化対策である。

1997年 今後の地球温暖化対策について方針決定

京都議定書を受け、1997年12月12日に通商産業省が省議決定した当面の政府全体の取組・調整の方針。

1998年 京都会議を受けた環境庁の当面の取扱方針

京都議定書を受け、1998年1月12日に環境庁がまとめた当面の政府全体の取組・調整の方針。

改正エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)

京都議定書を受け、省エネ対策強化策のひとつとして、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の改正案が1998年

5月29日参議院本会議で成立。同年6月5日に公布、1999年4月1日に施行された。

地球温暖化対策推進大綱

地球温暖化対策推進本部が1998年6月19日に決定した地球温暖化対策推進大綱。日本政府各省庁の地球温暖化対策をとりまと

めたもの。毎年大綱の進捗状況に ついてフォローアップが行われている。

今後の地球温暖化防止対策の在り方について

中央環境審議会企画制作部会が1998年12月16日付けの「今後の地球温暖化防止対策の在り方について」の諮問を受け、まとめ

た中間答申。

1999年 地球温暖化対策の推進に関する法律施行

気候変動に関する国際連合枠組条約第三回締約国会議(COP3)の経過を踏まえ、日本の地球温暖化対策に関する基本方針を定

めた法律。1998年10月9日に成立し1999年4月8日に施行された。

地球温暖化対策に関する基本方針

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき定められた政府の温暖化対策に関する基本方針。1999年4月9日に閣議決定され

た。

2001年 京都議定書の締結に向けての今後の取組について

COP7での京都議定書運用ルールの合意をうけ、2002年議定書批准に向けた準備を本格的に開始することを地球温暖化対策推進

本部で決定。2001年11月発表。

2002年 京都議定書の締結に向けた今後の方針

1998年決定の地球温暖化対策推進大綱を見直し新たな大綱を策定し、今国会において京都議定書締結（批准）の承認と、これに

必要な国内担保法の成立に万全を期すこと等を地球温暖化対策推進本部で決定。2002年(平成14年）2月発表。

地球温暖化対策推進大綱

1998年(平成10年)に決定した地球温暖化対策推進大綱を、地球温暖化対策推進本部が京都議定書締結のために見直し、まとめ

なおしたもの。2002年（平成14年）3月地温暖化対策推進本部決定。

気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結及び地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律

2002年(平成14年)5月31日に「気候変動枠組条約の京都議定書の締結の国会承認を求める件」及び京都議定書の国内担保法で

ある「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」を原案どおり国会で可決成立した。これを受け、政府は、6

月4日に京都議定書の受諾について閣議決定し、同日（現地時間）に国連に受諾書を寄託した。また、法律を6月7日に公布した。

2005年 省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）の改正

京都議定書が2005年2月に発効したのを受け改正。エネルギー消費量の伸びの著しい運輸分野における対策を導入するとともに、

工場・事業場及び住宅・建築物分野における対策を強化。

2006年4月1日に施行。

2006年 地球温暖化対策の推進に関する法律の改正

温室効果ガスを一定量以上排出する者に対し、「温室効果ガスの算定・報告・公表制度」を導入。

2006年（平成18年）4月1日に施行。

環境省「温室効果ガスの算定・報告・公表制度について」

2007年 新提案「クールアース50」を発表（5月）

世界全体の共通目標として「2050年までに温室効果ガス半減」という長期目標を提案するとともに、2013年以降の次期枠組みにつ

き、〔1〕全ての主要排出国の参加、〔2〕各国の事情に配慮した柔軟かつ多様性のある枠組み、〔3〕環境保全と経済発展との両立、

という三原則を提唱

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した法律（環境配慮契約法）（11月）

2008年 京都議定書目標達成計画改訂（3月）

産業界における自主行動計画の一層の推進、住宅・建築物の省エネ性能の更なる向上、トップランナー機器等の対策の強化、工

場・事業場の省エネルギー対策の拡充、自動車の燃費の一層の改善、地球温暖化対策推進法の改正による事業者に対する排出

抑制等指針の策定・公表、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の見直しによる企業単位・フランチャイズ単位での算定・報

告の導入、地方公共団体実行計画の拡充等の対策・施策の追加・強化を盛り込んだ目標達成計画を改定

京都議定書第一約束期間スタート（4月）

省エネルギー法改正（4月）

工場・事業場単位から事業者単位の規制に変更等

G8北海道洞爺湖サミット（7月）

全世界の温室効果ガス排出量を2050年までに少なくとも50％削減するビジョンを国連気候変動枠組条約の全締約国と共有し、交

渉を経て採択を求めることを確認、先進国は野心的な総量目標を策定、実施することで一致等
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年 国内の動き
2009年 エネルギー供給構造高度化法（11月）

太陽光発電システムによって作られた電力のうち、自家消費されずに余った電力を電気事業者が従来の二倍程度の価格で買い

取る制度を導入

気候変動枠組条約第15回締約国会議（COP15）、京都議定書第5回締約国会合（CMP5）に鳩山首相出席（12月）

2010年 「地球温暖化対策基本法案」閣議決定（3月）エネルギー基本法に基づく「エネルギー基本計画」改定を閣議決定（6月）

2030年目標として原発を含むゼロ・エミッション電源比率を34％⇒約70％に引き上げ等

2011年 東日本大震災発生（3月11日）

東京電力(株)福島第一原子力発電所事故発生（3月）

夏期・冬期の数値目標付き電力供給対策の要請（5月）

電力需給緊急対策本部設置（5月16日）

「革新的エネルギー・環境戦略策定に向けた中間的な整理」をまとめ（7月29日）

今後のエネルギー政策について「原発に依存しない社会を目指すべきでありエネルギー基本計画を白紙撤回する」とした。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（8月30日成立）

固定価格買取制度導入

2012年 「エネルギー・環境に関する選択肢」を提案（6月29日）国民的議論開始

再生可能エネルギーの固定価格買取制度導入開始（7月）

「革新的エネルギー・環境戦略」閣議決定（9月）

「地球温暖化対策基本法案」廃案（11月）

2013年 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律公布（5月）

温室効果ガスの種類の追加（三ふっ化窒素）、地球温暖化対策計画の策定などを定めた。

2014年 第4次エネルギー基本計画の閣議決定（4月）

2015年 長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）策定（7月）

第4次エネルギー基本計画の方針に基づき、総合資源エネルギー調査会の長期エネルギー需給見通し小委員会における取りまと

めを踏まえ、「長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）」を決定。

約束草案策定（温対本部決定）（7月）

日本の中期削減目標として、2030年GHG26％削減を決定した。

2016年 電力自由化開始（4月）

2016年（平成28年）4月1日以降は、電気の小売業への参入が全面自由化され、家庭や商店も含む全ての消費者が、電力会社や

料金メニューを自由に選択できるようになった。

G7 富山環境大臣会合／伊勢志摩サミット開催（5月）

地球温暖化対策計画（5月）

地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が地球温暖化対策推進法に基づいて策定する、我が国唯一の地

球温暖化に関する総合計画である。2030年GHG26%削減とともに、2050年GHG80％削減が盛り込まれた。

2018年 第五次環境基本計画の閣議決定（4月）

環境基本計画は、環境基本法に基づき、政府の環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定める。SDGsの考え

方も活用しながら、分野横断的な6つの「重点戦略」を設定し、環境政策による経済社会システム、ライフスタイル、技術などあらゆ

る観点からのイノベーションの創出や経済・社会的課題の「同時解決」を実現し、将来に渡って質の高い生活をもたらす「新たな成

長」につなげていくこととしています。また、地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏」の考え方を新たに提唱し、各地域

が自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し、支え合う取組を推進していくこととしている。

気候変動適応法の公布（6月）

適応策の実効性を高め、多様な関係者の連携・協働により取組を進めるため「気候変動適応法」が公布された。

第５次エネルギー基本計画策定（閣議決定） （7月）

2030年 エネルギーミックスの確実な実現と、2050年 エネルギー転換・脱炭素化への挑戦が盛り込まれた。

「気候変動適応計画」の閣議決定（11月）

気候変動適応法第７条に基づき、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「気候変動適応計画」が策

定された。

2019年 パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定の閣議決定（6月）

今世紀後半のできるだけ早期に脱炭素社会を実現し、2050年80％減に大胆に取り組むとした。
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６ 用語集 

【あ】 

アダプト制度 

アダプトとは、英語で養子縁組をするという意味で、公園や道路、緑地等の公共空間を市民・学校・事業

者が里親となり、一定区域の緑化・美化・清掃活動等行い、行政が支援するもの。 

 

ウォームビズ 

暖房時のオフィスの室温を 20℃にした場合でも、ちょっとした工夫により「暖かく効率的に格好良く働

くことができる」というイメージを分かりやすく表現した、秋冬の新しいビジネススタイルの愛称。重ね

着をする、温かい食事を摂る、などがその工夫例。 

 

衛生害虫 

人や家畜に対して衛生上の害を与える昆虫やダニ類。毒を持っていたり血を吸ったりして直接に害を与

えるもの、病原体を媒介するもの、不快感を与えるものなどがある。 

 

エコカー 

窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）などの大気汚染物質の排出が少ない、または全く排出しない、

燃費性能が優れているなどの環境にやさしい自動車のこと。 

 

エコ通勤 

従業員の通勤方法をマイカーから公共交通機関（電車・バス）や自転車、徒歩などの環境にやさしい方法

に切りかえることについて、事業所全体で考える取組み。CO2削減による温暖化防止に加え、従業員の健

康増進、コスト削減、企業イメージの向上など、様々なメリットがある。 

 

エコドライブ 

自動車などの運行に伴い発生し、大気中に排出される温室効果ガスの量を削減するための、適正な整備及

び適切な運転方法。埼玉県地球温暖化対策推進条例により全ての運転者や車両を整備する人が努めなけ

ればならないとされている。 

 

エコライフ DAY 

省エネの取組により 1 日の二酸化炭素の削減量や節約金額を実感できる簡単なチェックシートを使用

して、1 日、参加者に CO2 削減・省エネなど地球温暖化防止と環境に配慮した生活を経験してもらう取

組。 

 

SNS 

Social Networking Serviceの略で、登録された利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サービス。

登録者間でコミュニケーションを円滑にする場を提供することができることから、組織の活動内容等の
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周知等にも利用される。 

 

LED（照明） 

Light Emitting Diode の略で、電流を流すと発光する半導体で発光ダイオードを使った照明のこと。白

熱電球や蛍光灯と比べて寿命が長く、消費電力が少ないといった特長がある。 

 

大里広域市町村圏組合 

大里地域の熊谷市・深谷市・寄居町において、ごみ焼却、不燃物処理、介護保険に関する事務を共同で処

理するため、昭和 47(1972)年 4 月に発足した特別地方公共団体。 

 

大里広域市町村圏組合一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的と

した計画。 

 

温室効果ガス 

太陽からの熱を地球に封じ込めて地表および大気を暖める働きがあるガスであり、地球温暖化対策の推

進に関する法律では、二酸化炭素やメタンなどのガスが温室効果ガスとして定義されている。 

 

【か】 

街区公園 

もっぱら街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、街区内に居住する者が容易に利

用することができるように、敷地面積 0.25ha を標準として配置する。 

 

化石エネルギー 

石炭、石油、天然ガス、LP ガスなど、古代地質時代の動植物の死骸が化石化し、燃料となったもの。 

 

合併処理浄化槽 

し尿と生活雑排水（台所、風呂、洗濯などに使用した水。）をまとめて処理する生活排水処理施設。従来

のし尿のみを処理する単独処理浄化槽と比べて、河川などの公共用水域の汚染を大幅に軽減する効果が

ある。 

 

環境アドバイザー 

地域における自主的な環境保全活動を支援するため、環境保全等の講演会・研修会などに、専門的な知識

を有する人。 

 

環境基準 

環境基本法で「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ人

の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」と定めている。ダイオキシ
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ン類については、ダイオキシン類対策特別措置法で定めている。これらは、行政上の政策目標として定め

られているもので、公害発生源を直接規制するための基準（いわゆる規制基準）とは異なる。 

 

環境マネジメントシステム 

企業などが自ら企業経営の中で排出物を減らすことやエネルギー消費量を減らすことなど、環境負荷を

低減していくための「計画（Plan）」を立てそれを「実行（Do）」、達成度を「評価（Check）」し、結果を

もとに「更なる改善（Action）」するという PDCA サイクルを繰り返し行うことによって、継続的に環

境負荷の削減が図られるような組織体制にするためのマネジメントシステムのことで、国際規格の

ISO14001や環境省が策定したエコアクション 21などがある。 

 

気候変動 

地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の変化であって、比較可能な期

間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生じるもの。 

 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 6次評価報告書 

（IPCC：Intergovernmental Panel on Climate Change）。気候変動の評価のための主要な国際機関であ

り、昭和 63（1988）年に、国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）により設立され、気候変

動に関して科学的および社会経済的な見地から包括的な評価を行い、5～7 年ごとに評価報告書を公表し

ている。第 6次評価報告書では、1986年から 2005年の平均を基準とした 2081年から 2100年の世界の

平均地上気温は、可能な限りの地球温暖化対策を前提としたシナリオ［SSP1-1.9］では 1.0℃から 1.8℃、

緩和策を実施しない前提（成り行き）のシナリオ［SSP5-8.5］では 3.3℃から 5.7℃の範囲に入る可能性

が高いと予測されています。 

 

京都議定書 

平成 9(1997)年 12 月に京都で開催された気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）において採択さ

れ、平成 17（2005）年 2 月に発効。先進各国の温室効果ガスの排出量について法的拘束力のある数値

目標が決定されるとともに、排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムなどの新たな仕組みが合意

された。 

 

近隣公園 

主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、近隣に居住する者が容易に利用す

ることができるように、敷地面積 2haを標準として配置する。 

 

グリーン購入 

購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷ができるだけ小さい製品

やサービスを、環境負荷の軽減に努める事業者から優先して購入すること。 

 

クールオアシス 
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熱中症対策の一環として、埼玉県が公共施設や企業等の協力のもと、外出時の一時休息所、熱中症につい

ての情報発信拠点として設置してもらう施設であり、深谷市の公共施設でも設置されている。 

 

クールビズ 

冷房時のオフィスの室温を 28℃にした場合でも、「涼しく効率的に格好良く働くことができる」という

イメージを分かりやすく表現した、夏の新しいビジネススタイルの愛称。ノーネクタイ等の軽装スタイル

がその代表。 

 

ゲリラ豪雨 

急に強く降り、数 10 分の短時間に狭い範囲に数 10mm 程度の雨量をもたらす雨（局地的大雨）や同じ

ような場所で数時間にわたり強く降り、100㎜から数 100mmの雨量をもたらす雨（集中豪雨）など。 

 

公共下水道 

主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理

場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠で

ある構造のもの。 

 

耕作放棄地 

以前耕地であったもので、過去 1 年以上作物を栽培せず、しかも、この数年の間に再び耕作するはっき

りした考えのない土地。 

 

COP（コップ） 

Conference of the Parties の略で、気候変動枠組条約における最高意思決定機関。年に 1 回会議が開催

され、全ての条約締約国が参加し、条約の実施に関するレビューや各種決定を行う。 

 

【さ】 

再生可能エネルギー 

太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマスなど、永続的に利用することができるエネルギーの総称。 

 

埼玉県アライグマ防除実施計画 

近年アライグマの個体数が増加しており、それに伴い農作物への被害や生活環境被害が急速に拡大し、分

布も全県に拡大するおそれがあるため、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に

基づき、平成 19（2007）年 3月から、県内市町村や関係機関と連携を図りながら被害対策のために策定

された計画。 

 

埼玉県レッドデータブック 

絶滅のおそれのある野生生物の種をリストアップし、その生息・生育状況を解説したもの。埼玉県では動

物編を平成 8（1996）年に植物編を平成 10（1998）年に発行し、以降交互に改訂している。 
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持続可能な開発のための 2030アジェンダ 

平成 13（2001）年に策定されたミレニアム開発目標（Millennium DevelopmentGoals: MDGs）の後継

として、平成 27（2015）年の国連サミットで採択された、令和 12（2030年）までの国際目標。 

 

集落排水 

農村世帯の生活環境の向上・農業用水の水質保全などを目的として、各家庭のトイレ・台所・お風呂など

から出た汚水を集め、きれいにして川に戻すための水処理施設やその整備事業。 

 

臭気指数 

臭気を感知しなくなるまで希釈した場合の希釈倍数の対数を 10倍した値で、悪臭防止法及び同法施行規

則により定義されている。 

 

循環型社会 

製品等が廃棄物となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて

適正に循環的な利用が行われることが促進されることが基本となる社会形態。 

 

省エネ診断 

オフィスや工場などにおいて、電気や燃料、熱の利用に関する省エネの取組や改善について、エネルギー

の専門家が現地診断を行った後、診断報告書に基づきアドバイスを行うもの。 

 

焼却残渣（残渣） 

残りかすのこと。ごみ処理において発生する残渣としては、可燃物、不燃物の燃え残りや破砕くずなどが

ある。 

 

硝酸性窒素 

硝酸塩の形態で存在する窒素のうちのひとつ。肥料や家畜ふん尿、生活排水等に含まれるアンモニウムが

酸化したもので、植物プランクトンの異常増殖など、水質悪化の原因となる。 

 

自立分散型エネルギー 

大規模な発電設備で作った電力のエネルギーのロスをなくすとともに、エネルギー供給の安心安全を確

保するため、地域でつくる地域のエネルギー。 

 

新エネルギー 

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーのうち、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量

が少なく、エネルギー源の多様化に貢献するもの。 

 

ストップ温暖化・埼玉ナビゲーション 2050 
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埼玉県域の温室効果ガス削減のため策定されている地球温暖化対策実行計画（区域施策編）。温室効果ガ

ス排出量の削減に向けて目標設定型排出量取引制度など各種の施策を進めている。 

 

3R（スリーアール） 

循環社会構築に向けた基本的な考え方。廃棄物の発生抑制（リデュース：Reduce）、再使用（リユース：

Reuse）、再生利用（リサイクル：Recycle）の 3 つの頭文字をとったもの。 

 

生態系 

植物、動物などの生物とそれらを取り巻く大気、水、土などの無機的な環境を総合した系（システム）。

生態系は動物・植物の再生産や、水や大気を循環させる仕組みを持っており、人間は食料・水・木材など

様々な恩恵を受けている。 

 

生物化学的酸素要求量（BOD） 

Biochemical Oxygen Demand の略。生活環境項目の一つであり、河川水や工場排水、下水などに含まれ

る有機物による汚濁の程度を示すもので、水の中に含まれる有機物が一定時間、一定温度のもとで微生物

によって生物化学的に酸化されるときに消費される酸素の量をいう。単位は mg/L で表示され、数値が

大きいほど汚濁の程度が高い。 

 

生物多様性 

地球上の生物及びその生息・生育環境の多様さを表す概念。生物多様性条約では、「すべての生物（陸上

生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを問わな

い。）の間の変異性をいうものとし、種内の多様性（遺伝的多様性）、種間の多様性及び生態系の多様性を

含む」と定義している。 

 

総合公園 

都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模

に応じて１箇所あたり面積 10-50ha を標準として配置する。 

 

【た】 

ダイオキシン類 

炭素・酸素・水素・塩素を含む物質が燃える時などに副生成物として生じる物質で、強毒性、難分解性、

環境残留性、内分泌かく乱作用の疑い等、人類を含めた生態系への影響が懸念されている化学物質であ

る。 

 

第 9次埼玉県廃棄物処理基本計画 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 5 条の 5 及び埼玉県生活環境保全条例第 18 条の規定に基づき、

循環型社会の形成に向けた施策を総合的に推進するため、策定された県の計画。 
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地球温暖化 

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、地表および大気の温度が上昇すること。 

 

地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

地球温暖化対策の推進に関する法律第 21条第１項に基づき、都道府県及び市町村が、国の「地球温暖化

対策計画」（平成 28(2017)年 5月 13日閣議決定）に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に

関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画。 

 

地産地消 

もともとは地域で生産された農産物を地域で消費すること。エネルギーについても、地域で必要とするエ

ネルギーを太陽光や太陽熱などの再生可能エネルギーの活用などによって地域で生み出すことをいう。 

 

超低周波音 

概ね 1Hz～100Hzの音を低周波音と呼び、その中でも、人間の耳では特に聞こえにくい 20Hz 以下の音。 

 

適応策（気候変動への適応策） 

既に起こりつつある気候変動の影響への防止・軽減のための備えと、新しい気候条件の利用を行うこと。 

 

特定外来生物 

外来生物（海外起源の外来種）であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又

は及ぼすおそれがあるものの中から指定される。特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけで

はなく、卵、種子、器官なども含まれる。 

 

都市計画区域 

都市計画を策定する場であり、都市の実態や将来の計画を勘案して、一体の都市地域となるべき区域を県

が指定するもの。 

 

【な】 

二酸化窒素 

窒素酸化物の代表的なもので、主として物が燃焼することにより発生し、発生源は自動車や工場・事業場

などで、光化学オキシダントの原因物質の一つである。 

 

【は】 

バイオマス 

間伐材や麦わら、家畜の排せつ物など生物由来の再生可能な有機性資源のこと。 

 

パリ協定 

平成 27(2015)年にフランス・パリで開催された気候変動枠組条約第 21回締約国会議(COP21)において採
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択された、気候変動に関する令和 12(2020)年以降の新たな国際的枠組み。 

 

ヒートアイランド 

人工排熱、コンクリートの建物による蓄熱などにより、都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に高くな

る現象。 

 

深谷市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的と

した計画。 

 

深谷市災害廃棄物処理計画 

災害廃棄物対策指針に基づき、埼玉県災害廃棄物処理指針及び深谷市地域防災計画等との整合性を図り、

災害廃棄物の適正かつ円滑な処理を推進するための計画。 

 

深谷市市民協働指針 

市民協働のまちづくりを推進するに当たり、市民と行政が同じ方向に向かって進めるよう策定された、深

谷市における共通の手引書。 

 

深谷市鳥獣被害防止計画 

鳥獣による農林業等に係る被害防止のため、国の基本指針に基づき策定された計画。 

 

深谷市緑の基本計画 

都市緑地法に基づき、市町村が、その区域内における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策を総

合的かつ計画的に実施するため策定された、緑とオープンスペースに関する総合的な計画。 

 

浮遊粒子状物質（SPM） 

Suspended Particulate Matterの略。大気中に浮遊している粒子状の物質（粉じん、ばいじん等）であ

って、その粒径が 10μm（マイクロメートル：μm=100 万分の 1m）以下の物質。呼吸により体内に入

り、肺や気管に沈着して呼吸器に影響を及ぼすといわれている。 

 

フロン類 

フロン類は冷蔵・冷凍・空調機器の冷媒等に幅広く使用されている。大きく CFC（クロロフルオロカー

ボン）、HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）、HFC（ハイドロフルオロカーボン）の 3 種類に分

けられ、地球温暖化係数が CO2の数 100から 1万倍超の温室効果が大きい物質である。CFC、HCFCは

オゾン層破壊物質でもある。 

 

放射性物質 

物質を透過する力を持った光線に似たものを放射線、この放射線を出す能力を放射能といい、この能力を



97 

 

持った物質のこと。核実験や原子力発電などによって生成される人工放射性物質と天然に存在する自然

放射性物質があり、どちらも発がんリスクはあるため、人体への影響は同じである。内部被ばくの場合で

も、自然か人工かの違いで人体への影響が変わることはない。 

 

【ま】 

目標設定型排出量取引制度 

エネルギー使用量が 3 か年度連続して原油換算で年間 1,500 キロリットル以上の事業所を対象に、事業

所ごとに二酸化炭素の排出削減目標を設定し、目標達成を求める制度。目標の達成に、他者の削減量、再

生可能エネルギー及び森林吸収量などを利用（排出量取引）できる。 

 

【や】 

遊休農地  

現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地もしく

は、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認

められる農地。 

 



 

 

 


