
令和４年１１月８ 日 

環 境 政 策 部 

環 境 計 画 課 

 

 

「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」の見直しについて 

 

 

１ 環境審議会における「地球温暖化対策地域推進計画」の見直しに 

関する検討の流れと今回のテーマについて（環境計画課）       【審議資料１－１】 

 

 

２ 地球温暖化対策地域推進計画（令和５年度～１２年度） 案について（環境計画課） 

・世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（令和５年度～１２年度）案について 

                                 【審議資料１－２】 

・計画案作成にあたっての計画素案からの主な変更点一覧           【審議資料１－３】 

・世田谷区地球温暖化対策地域推進計画 案（概要版）       【審議資料１－４】 

・世田谷区地球温暖化対策地域推進計画 案          【審議資料１－５】 

・「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）」に関する 

区民説明会実施結果について                  【審議資料１－６】 

・「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）」に対する 

区民意見募集結果概要について                                 【審議資料１－７】 

    

 

３ その他（環境計画課） 

・環境審議会におけるこれまでのご意見について             【参考資料１】 

・答申鑑文(案)について                          【参考資料】 

審議資料１ 



令和４年１１月８日 

 

１．環境審議会における「地球温暖化対策地域推進計画」の見直しに関する検

討の流れと今回のテーマについて 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年第３回環境審議会（令和２年１１月１６日） 

【テーマ】・計画の見直しについて 

     ・フリーディスカッション 

令和３年第１回環境審議会（令和３年７月１３日） 

【テーマ】・諮問 

     ・フリーディスカッション 

     ・現行計画の進捗状況 

令和３年第２回環境審議会（令和３年１１月１８日） 

【テーマ】・温室効果ガス削減目標（シミュレーション） 

令和４年第１回環境審議会（令和４年１月１４日） 

【テーマ】・計画骨子案 

令和４年第２回環境審議会（令和４年４月１９日） 

【テーマ】・計画素案（たたき台） 

令和４年第３回環境審議会（令和４年７月２１日） 

【テーマ】・計画素案 

令和４年第４回環境審議会（令和４年１１月８日） 

【テーマ（予定）】・計画案 

答申（令和４年１２月５日） 

今回 

審議資料１－１ 

裏面あり 



２．今回重点的にご審議いただきたい項目について 

（１）世田谷区のめざす将来像について（ｐ３８＊） 

（２）重点施策について（ｐ７５～７８＊） 

（３）その他 

  ・脱炭素先行地域の検討について 

 

 ＊審議資料１－５「地球温暖化対策地域推進計画 案」におけるページ数 
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令和４年１１月８日 

環 境 政 策 部 

 

世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（令和 5 年度～12 年度）案について 

 

１ 主旨 

平成 27年に採択された「パリ協定」を受け、我が国では平成 28年に「地球温暖化対策計

画」の見直しを行った（中期目標「温室効果ガス排出量を 2030年度に 2013年度比で 26%削

減」、長期目標「2050年度に 80%削減」）。 

これを踏まえ、区では「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」（計画期間：2018年度～

2030年度）において、温室効果ガス排出量を「2030年度に 2013年度比で 26.3%削減」「2050

年度に 80%削減」等の計画目標を定め、取組みを進めてきた。 

令和２年 10月 26日に国は、「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、また、令和３年

４月には「2030年度において、2013年度比で温室効果ガスの 46％削減をめざすこと、さら

に 50％の高みに向けて挑戦を続けること」を表明した。 

一方、区では深刻化する気候危機の状況を踏まえ、令和 2年 10月 16日に「世田谷区気候

非常事態宣言」を行うとともに、2050年までに区内の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すこ

とを表明した。このことを契機に、区民・事業者と区が気候危機の問題を共有し、気象災害

から区民の生命と財産を守る取組みと、二酸化炭素の排出を削減し気候変動を食い止める取

組みを一層進めるため、地球温暖化対策地域推進計画の見直しを行い、新たな中期目標やそ

れを達成するための具体的な施策等について検討を進めてきた。この度、計画案を取りまと

めたので、報告する。 

 

２ 計画期間 

  2023年度～2030年度 

 

 

３ 法的根拠 

・「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 19条第 2項に基づく「地球温暖化対策地方公共

団体実行計画（区域施策編）」 

・「気候変動適応法」第 12条に基づく「地域気候変動適応計画」 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2050

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R32

世田谷区地球温暖化
対策地域推進計画
（H30～）

世田谷区基本計画（H26～）、
世田谷区実施計画（H30～）

世田谷区環境基本計画
（H27～）

（10年） 基本計画

（4年） 新実施計画（後期）

（8年） 次期基本計画

（10年） 環境基本計画

（5年） 後期計画
次期環境基本計画

（13年） 地球温暖化対策地域推進計画
（中期目標：２０３０年度 長期目標：２０５０年度）

年度
計画名

（8年）次期地球温暖化対策地域推進計画
（中期目標：２０３０年度 長期目標：２０５０年度）

（ 2年）

未来つなが

るプラン

中

期

目

標

長

期

目

標改定

審議資料１－２ 



２ 

４ 検討体制 

（１）諮問・答申 

   区長から環境審議会に諮問し、答申を受ける。また、計画案について、専門的な知見を得

るため学識経験者の意見聴取を行う。 

（２）庁内検討体制 

庁内意見集約は、気候危機対策会議で行うものとする。 

（３）区民意見の聴取 

若者環境フォーラム（令和３年１０月３０日実施）、区民ワークショップ（令和３年１１

月１３日実施）、区民説明会（令和４年９月７日実施）、区民意見募集（令和４年９月１５

日～１０月６日実施）等において聴取。 

 

５ 改定案 

  審議資料１－５のとおり（計画素案からの変更点一覧については審議資料１－３を参照） 

 

６ 今後のスケジュール（予定） 

  令和４年１２月 答申 

          政策調整会議 

          政策会議 

  令和５年 ２月 区議会常任委員会（計画案の報告） 

 ３月 新計画決定 

 

 



●計画案作成にあたっての計画素案からの変更点一覧

No. ページ 主な変更点

1 10 ４段落目に、東京都の「2030年カーボンハーフに向けた取組の加速」について、新たに記載。

2 11 「世田谷区将来人口推計」の更新に伴い、４段落目の記載を修正。

3 36 「気候市民会議」のコラムについて、他自治体の事例についての記載や図表を新たに追加。

4 38 世田谷区のめざす将来像を「～小さなエネルギーとまちのみどりで豊かに暮らす ～　持続可能な未来につなげるまち　せたがや」に修正。

5 38 将来像のイラストを新たに記載。

6 39
長期目標を「達成すべき目標」に位置づけ、記載を修正。
それに合わせ、本文の文言を修正。

7 40 「みどりによるＣＯ２の吸収」のコラムを新たに記載。

8 41
中期目標を「達成すべき目標」と「野心的な目標」にそれぞれ位置づけ、記載を修正。
それに合わせ、本文の文言を修正。
また、「世田谷区将来人口推計」のデータの更新により、温室効果ガスの達成すべき目標の数値を更新。

9 41
中期目標の「野心的な目標」を、「さらなる挑戦として、2013年度比で60％削減を掲げます。」から「さらなる挑戦として、2013年度比で66％削減
を掲げます。」に修正。

10 42 「世田谷区将来人口推計」のデータの更新により、温室効果ガスの部門別目標の数値を更新。

11 43
二酸化炭素排出量、エネルギー消費量、再生可能エネルギーの導入に関する目標を「達成すべき目標」に位置づけ、記載を修正。
また、「世田谷区将来人口推計」のデータの更新により、二酸化炭素排出量とエネルギー消費量の達成すべき目標の数値を更新。

12 44
個別削減目標を「達成すべき目標」に位置づけ、記載を修正。
また、「世田谷区将来人口推計」のデータの更新に伴い、個別削減目標の達成すべき目標の数値を更新。

13 56
施策Ⅰ-１の②の取組み内容のうち「省エネポイントアクションの活用等、家庭でのＣＯ２排出削減の取組み支援」を「省エネポイントアクションの
活用等、家庭でのＣＯ２排出削減の取組み支援の拡充」に修正。

14 56
施策Ⅰ-１の③の取組み内容に「食品ロスの削減」を新たに記載。これに伴い、「ごみの発生抑制に関する普及啓発と取組み支援（資源回収の
促進、区民主体の資源回収の支援、生ごみの減量促進）☆」に記載の☆を削除し、「食品ロスの削減☆」として記載。

15 56 施策Ⅰ-１の③の取組み内容のうち、「プラスチック使用製品の資源循環施策の検討」を「プラスチック使用製品の分別回収の検討」に修正。

16 58 「省エネＤＩＹ」のコラムを新たに記載。

17 60、64
進捗管理指標「太陽光発電設備の導入件数」の「現状（2021年度）」を「7,999件（2019年度末時点）」から「8,434件（2021年度末時点）」に修正。
また、「2030年度の目標」を「10,700件」から「19,000件」に修正。

18 61 施策Ⅱ-1の③の取組み内容に「食品ロスの削減」を新たに記載。

19 64
進捗管理指標「他自治体との連携による再生可能エネルギーの利用促進（累計）」の「2030年度の目標」を「累計７自治体」から「累計１２自治
体」に修正。

20 64 進捗管理指標「他自治体との連携による再生可能エネルギーの買取総量」を新たに記載。

21 64 「交流自治体との自然エネルギーによる連携」のコラムを新たに記載。

22 69 施策Ⅳ-３の①の取組み内容に「緑化助成制度を活用した緑地の保全・創出」を新たに記載。

23 69 進捗管理指標「次世代自動車の普及率」の「2030年度の目標」に具体的な数値を新たに記載。

24 70 施策Ⅴ－１「豪雨対策・ヒートアイランド対策（グリーンインフラ）等」に「③グリーンインフラの普及啓発」を新たに記載。

25 72
施策Ⅵ－１「公共施設整備・維持管理における脱炭素の推進」とⅥ－２「脱炭素に向けた基盤整備」の順序を変更し、施策Ⅵ－１「脱炭素に向け
た基盤整備」、Ⅵ－２「公共施設整備・維持管理における脱炭素の推進」に修正。

26 72
取組み「②公用車のＺＥＶ化」の取組みの内容の「ＦＣＶの活用による普及啓発」を「ＺＥＶの活用による普及啓発」に修正。「ＦＣＶのカーシェアリ
ング」を削除。

27 74 進捗管理指標「公用車のZEVの導入割合」の「現状（2021年度）」の数値を「14.7％」から「6.8％」に修正。

28 75 「４－４重点施策」を新たに記載。

29 76～78 重点施策ごとの詳細について新たに記載。

30 80 図表「計画の推進体制」に「国・東京都・その他自治体等」の記載を新たに追加。

31 82～ 資料編を新たに記載。

※白色の項目は８月３１日の素案の送付後の変更箇所
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世田谷区地球温暖化対策地域推進計画 

【2023（令和５）年度～2030（令和 12）年度】 

 

案 

（概要版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

世 田 谷 区 
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１ 計画の位置づけ及び計画期間 

 本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 19条第 2項に基づき、区域の自然的

社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策

定し、実施するための「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」として策定

するものです。 

また、「気候変動適応法」第 12条に基づき、区域における自然的経済的社会的状況に応じ

た気候変動適応に関する施策の推進を図るための「地域気候変動適応計画」を兼ねる計画と

して策定します。 

本計画の計画期間は、2023年度から 2030年度までの８年間とします。 

また、温室効果ガス排出量の削減目標の設定にあたっては、2013年度を基準年度とし、中

期目標を 2030年度、長期目標を 2050年度に設定します。 

 主な関連法令及び計画との関係、計画期間については、下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の位置づけ 

 

 

 

年度 

計画名 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  2050 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13  R32 

世田谷区地球温暖化対策

地域推進計画 
        

 

  

世田谷区基本計画 

世田谷区実施計画 
        

 

  

世田谷区環境基本計画         

 

  

 

図 計画期間 

世田谷区基本構想 

世田谷区基本計画 

世田谷区実施計画 

世田谷区環境基本条例 

○環境の保全、回復及び
創出に関する基本理念 

○環境の保全に関する施

策の基本的事項 

世田谷区環境基本計画 

○環境の保全等に関する施策の

総合的かつ計画的な推進 

○環境の保全等に関する

目標及び重要事項 

世田谷区環境行動指針 

世田谷区地球温暖化対策

地域推進計画 

関連計画等 

一般廃棄物処理基本計画 
みどりの基本計画 

生きものつながる世田谷プラン 

都市整備方針 
交通まちづくり基本計画 

自転車活用推進計画及び自転車

等の利用に関する総合計画 
第四次住宅整備方針 

風景づくり計画 

産業振興計画 
農業振興計画 

豪雨対策基本方針 

豪雨対策行動計画 
第2 次世田谷区教育ビジョン 

公共施設等総合管理計画 

など 

地球温暖化

対策推進法 

気候変動 

適応法 

地球温暖化

対策計画 

気候変動 

適応計画 

地球温暖化対策地域推進計画 
中
期
目
標 

長
期
目
標 

次期環境基本計画 

基本

計画 

環境基本計画 

（後期） 

次期基本計画 
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２ 計画の実行主体と役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の実行主体と役割 

 

 

３ 世田谷区のめざす将来像 

 

 

 

 

  

～小さなエネルギーとまちのみどりで豊かに暮らす ～ 

持続可能な未来につなげるまち せたがや 
（案） 調整中 

区 民 

●日常生活の中で省エネ・再エネの利
用・省資源に取り組む。 

●気候変動の影響を知り、備える。 

●事業者や区の取組みに協力する。 

事業者 

●事業活動からの温室効果ガスの排
出抑制に取り組む。 

●気候変動の影響を知り、備える。 

●区民や区の取組みに協力する。 

区 

●区内最大級の事業所として事業活動からの温室効果ガ
スの排出抑制に取り組む。 

●区域からの温室効果ガス排出量削減のため、次の施策を
策定・実行する。 

・区民や事業者の省エネ・再エネの利用・省資源等の取
組みの支援、仕組みやルールづくり 

・公共交通の利用促進、緑地の保全及び緑化など温室効
果ガスの排出量の削減につながるまちづくり 

●気候変動適応に関する施策を策定・実行する。 

連携・協働・共創 
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４ 温室効果ガスの削減目標 

（１）長期目標 

 

 

 

 気候危機の危機的状況を脱し、次世代に良好な環境を引き継いでいくため、2050年ま

でに温室効果ガス排出量を実質ゼロにします。【達成すべき目標】 

 あわせて、区民・事業者・区が一体となって対策を積み上げ・深堀りしていくことに

より達成する、野心的な目標として、2045年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを達成

することをめざします。【野心的な目標】 

 

 

 

  

3,238

1,389

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2013

年度

2030

年度

2050

年度

(千t-CO2）

2013年度比

▲57.1％

実質

ゼロ

達成すべき 

目標 
2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにします。 
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野心的な目標 さらなる挑戦として、2013 年度比で 66％削減を掲げます。 

達成すべき目標 

達成すべき目標 

（２）中期目標 

国や都が示す 2030 年度の温室効果ガス排出量削減目標を踏まえたうえで、2030 年度の

世田谷区における温室効果ガス排出量の将来予測に、電力排出係数の改善、現時点で想定

し得る国等による対策効果、二酸化炭素（ＣＯ２）以外の温室効果ガスの削減を積み上げ、

さらに、区が独自に追加し実施する対策の効果を加えて、2013年度比 57.1％の削減をめざ

します。【達成すべき目標】 

さらに今後、時勢を捉え、新規施策の実施や既存施策の拡充を継続的に推し進めること

で達成する目標として、2013年度比 66％の削減を掲げます。【野心的な目標】 

また、その達成に向け、区民や事業者の取組みの努力が反映されるＣＯ２排出量の削減目

標を掲げるとともに、エネルギー消費量、再生可能エネルギーの利用に関する目標を併せ

て設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）個別削減目標［家庭部門の個別目標］ 

 

 

 

 

 

 

達成すべき

目標 

達成すべき

目標 

2030 年度において、2013 年度比で 57.1％削減をめざします。 

 

温室効果ガス排出量（７ガス全体） 

2030 年度において、 

2013 年度比で 40.7%削減 

をめざします。 

ＣＯ２排出量 

エネルギー消費量 

2030 年度において、 

再生可能エネルギーを利用している

区民の割合*５０％をめざします。 

*「世田谷区環境に関する区民意識・実態調査」

の有効回答者のうち、「再生可能エネルギーを

利用している」と回答した人の割合 

再生可能エネルギーの導入に関する目標 

2030 年度において、 

・家庭での１人当たりのＣＯ２排出量を 2013 年度比で 71.0%削減 

・家庭での１人当たりのエネルギー消費量を2013 年度比で45.1％削減 

をめざします。 

2030 年度において、2013 年度比で 62.6％削減をめざします。 

 

達成すべき目標 
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５ 施策体系 

区のめざす将来像の実現と、温室効果ガス排出量の削減目標の達成に向けて、区民、事業

者、区等のそれぞれが、主体的に地球温暖化の緩和と適応に向けた取組みを進めます。区

は、施策の推進を通じて区民、事業者等の行動を支え、気候危機に力を合わせて行動してい

きます。 

 



6 
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６ 区民の取組みと区の施策 

区民の主な取組み  区の主な施策・取組み 

脱
炭
素
型
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
へ
の
転
換
促
進 

①省エネルギ

ー行動の実

践 

○省エネルギー行動の実践 

○エネルギー消費量の「見える化」 

○自転車、公共交通、カーシェアリ

ングの利用 

○自家用車買い替え時のＺＥＶ選

択 

○近隣で採れた農産物、旬の食材

利用 

◀ 

○脱炭素に役立つライフスタイルに関す

る情報発信【本編 p.56】 

○見える化等を活用した省エネルギー行

動の支援【本編 p.56】 

○公共交通の利用環境の整備【本編 p.68】 

○ウォーカブルなまちづくり・自転車利用

の促進【本編 p.68】 

○環境に負荷をかけない自動車利用の促進と

ＺＥＶのインフラ整備【本編 p.68】 

○農地の保全・活用【本編 p.69】 

②脱炭素に役

立つ様々な

活動の実践 

○環境情報の収集 

○環境学習や環境保全活動への参

加 

○エシカル消費の実践 

○持続可能な社会の形成に役立つ

投資、基金への寄附 

○ごみを発生させない消費行動実

践 

○食品ロスの削減、生ごみの減量 

○資源とごみの分別の徹底 

○資源回収への協力 

◀ 

○気候危機を担う次世代の人材育成 
【本編 p.59】 

○学校等における環境教育・環境学習 
【本編 p.59】 

○環境意識の醸成【本編 p.59】 

○ごみ発生抑制への支援【本編 p.56】 
・「世田谷プラスチック・スマートプロジェク

ト」を通じた普及啓発 

・ごみの発生抑制に関する普及啓発と取組支援 

・食品ロスの削減 

・プラスチック使用製品の分別回収の検討 

③気候変動へ

の適応 

○熱中症予防対策 

○生物が媒介する感染症の情報収

集 

○ハザードマップを活用した水害

への備え 

◀ 

○熱中症対策の推進【本編 p.71】 

○感染症予防に関する普及啓発【本編p.71】 

○豪雨対策、風水害対策の推進【本編 p.70】 

○ヒートアイランド対策の推進 
【本編 p.70】 

○グリーンインフラの普及啓発【本編 p.70】 

住
ま
い
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
、
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
等
の
利
用
拡
大 

①住まいの省

エネルギー

化・省エネ

ルギー機器

の導入 

○省エネ住宅、ＺＥＨ等の建築 

○建物の断熱化、省エネ性能向上 

○ＨＥＭＳの利用 

○断熱性の優れた住宅の選択 

○省エネルギー診断の実施 

○高効率で環境性能の高い機器等

を導入 

◀ 

○住まいの省エネルギー化・省エネルギー

機器の導入促進【本編 p.57】 
・環境配慮型住宅リノベーション推進事業 

○脱炭素に役立つ住宅に関する普及啓発
【本編 p.57】 

・各種支援制度に関する情報提供 

②再生可能エ

ネルギーの

導入 

○せたがや版ＲＥ１００への賛同

と再生可能エネルギーの利用拡

大 

○太陽光発電、太陽熱利用設備等

導入 

○再生可能エネルギー由来の電力

メニュープランの選択 

◀ 

○再生可能エネルギーの導入促進【本編p.57】 
・せたがや版ＲＥ100の普及促進 

・環境配慮型住宅リノベーション推進事業 

・再生可能エネルギー設備や蓄電池等の導入支

援 

○再生可能エネルギー活用に向けた普及

啓発【本編 p.63】 

○再生可能エネルギーの地産地消の拡大
【本編 p.63】 

○開発事業等に伴う再生可能エネルギー

の導入促進【本編 p.63】 

○水素エネルギーの普及啓発【本編 p.63】 

○エネルギーを賢く使うまちづくり 
【本編 p.65】 

③みどり豊か

な住まいづ

くり等 

○建物・敷地の緑化 

○構造材、内装や家具への国産木

材の活用 

○雨水貯留浸透施設、雨庭の設置 

◀ 

○みどり豊かな住まいづくり等の促進 
【本編 p.57】 

・緑化助成 

○豪雨対策、風水害対策の推進〔再掲〕 
【本編 p.70】 
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７ 事業者の取組みと区の施策 

事業者の主な取組み  区の主な施策・取組み 

脱
炭
素
型
ビ
ジ
ネ
ス
ス
タ
イ
ル
へ
の
転
換 

①省エネル

ギー行動

の実践 ○環境負荷の少ないビジネススタイ

ルへの転換、省エネルギー行動の実

践 

○エネルギー消費量の「見える化」 

○業務における公共交通、自転車、

カーシェアリング、ＺＥＶの利用 

○環境マネジメントシステムの運用 

◀ 

○脱炭素に役立つ事業活動や働き方の促

進【本編 p.61】 

○見える化等を活用した継続的な省エネ

ルギー行動の支援【本編 p.61】 

○公共交通の利用環境の整備〔再掲〕 
【本編 p.68】 

○ウォーカブルなまちづくり・自転車利

用の促進〔再掲〕【本編 p.68】 

○環境に負荷をかけない自動車利用の促進とＺＥ

Ｖのインフラ整備〔再掲〕【本編 p.68】 

○脱炭素に役立つ事業活動や働き方の促

進〔再掲〕【本編 p.61】 

②脱炭素に

役 立 つ

様々な活

動の実践 

○職場における環境教育の実施 

○働き方改革の推進 

○事業活動に関わる環境情報の提供 

○エシカル消費に配慮した商品・サ

ービスの購入・販売・提供 

○ＥＳＧに配慮した経営 

○ごみの発生抑制 

○プラスチック使用量の削減 

○食品ロスの削減 

○事業系リサイクルシステムの利用 

○店舗等での資源回収への協力 

◀ 

○脱炭素に役立つ事業活動や働き方の促

進〔再掲〕【本編 p.61】 
・脱炭素化に役立つサービス提供など、脱炭

素型のビジネスの推進 

○ごみ発生抑制への支援【本編 p.61】 
・「世田谷プラスチック・スマートプロジェク

ト」を通じた普及啓発 

・２Ｒに関する普及啓発 

・食品ロスの削減 

・せたがやエコフレンドリーショップ（食品

ロスやプラスチックごみの削減に取組む小売

店や飲食店で認証された店舗）の利用促進 

③気候変動

への適応 

○職場の熱中症予防 

○気温上昇等の影響を考慮した商

品開発、販売戦略 

○ハザードマップによるリスクの

確認、業務継続計画の策定 

◀ 
○熱中症対策の推進〔再掲〕【本編 p.70】 

○ヒートアイランド対策の推進〔再掲〕
【本編 p.70】 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
拡
大 

①建物の省

エネルギ

ー化・省

エネルギ

ー機器の

導入 

○建物のＺＥＢの実現 

○建物の断熱化、省エネ性能向上 

○ＢＥＭＳの利用 

○高効率で環境性能の高い機器等

の導入 

○業務用・産業用燃料電池の導入 

◀ 

○建物の省エネルギー化・省エネルギー

機器の導入促進【本編 p.62】 
・既存建築物の省エネ改修 

・  

・省エネ診断、エコ・チューニングの普及推進 

・省エネルギー設備・機器の導入支援 

②再生可能

エネルギ

ーの導入 

○せたがや版ＲＥ１００への賛同

と再生可能エネルギーの利用拡

大 

○太陽光発電、太陽熱利用設備等導

入 

○再生可能エネルギー由来の電力

メニュープランの選択 

○省エネや再生可能エネルギーの

利用に役立つなど公益に寄与で

きる製品やサービスの開発、普及 

◀ 

○再生可能エネルギーの導入促進 
【本編 p.62】 

・せたがや版ＲＥ100の普及促進 

○再生可能エネルギー活用に向けた普及

啓発〔再掲〕【本編 p.63】 

○再生可能エネルギーの地産地消の拡大

〔再掲〕【本編 p.63】 

○開発事業等に伴う再生可能エネルギー

の導入促進〔再掲〕【本編 p.63】 

○水素エネルギーの普及啓発〔再掲〕【本編

p.63】 

○エネルギーを賢く使うまちづくり〔再

掲〕【本編 p.65】 

③事業所等

の緑化 

○建物・敷地の緑化 

○構造材、内装や家具への国産木材

の活用 
◀ 

○事業所緑化等の促進〔再掲〕【本編 p.62】 
・緑化助成 

・環境配慮制度を活用した緑化の誘導 

・民間施設における国産木材利用促進 
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８ 区役所の率先行動 

１ 脱炭素に向けた基盤整備 

２ 公共施設整備・維持管理における脱炭素の推進 

３ 職員による環境配慮行動の推進 

 

９ 重点施策 

脱炭素社会の実現に向け、国や東京都では、2030年度までに重視する取組みとして、業務・

産業部門と家庭部門からのＣＯ２排出量の大部分を排出する住宅や建築物の省エネルギー性

能を高めることを挙げています。再生可能エネルギーの主力電源化と移動の脱炭素化（ＥＶ

等）の同時達成をめざすことも、主要な課題の一つとなっています。 

また、緩和策と適応策を両輪として進め、気候変動の影響によるリスクを最小化していく

ことも求められています。 

さらに、これらの取組みを進めていくために、気候変動が社会・経済や日々の生活に関わ

る問題であることをあらゆる主体が認識し、行動を変えていくことが必要とされています。 

このような背景を念頭に、次のポイントを踏まえ、重点的に取り組む施策を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策 具体的な内容 

重点

１ 

住まい 

・建物 

環境に配慮し

た住まいや建

物の促進 

・環境に配慮した住宅の推進 

・家庭用燃料電池の普及促進 

・公共施設のＺＥＢの推進 

重点

２ 
車 

ＺＥＶの利用

促進とインフ

ラ整備 

・ＺＥＶの普及、利用の促進 

・ＥＶ充電設備等設置の促進 

・公用車のＺＥＶ化 

重点

３ 
廃棄物 

ごみ減量の推

進 

・区民・事業者の２Ｒ（「リデュース」、「リユース」）行動の促進 

・食品ロスの削減 

・プラスチック使用製品の分別回収の検討 

重点

４ 
みどり 

グリーンイン

フラの活用促

進 

・グリーンインフラに係る補助制度の拡大 

・みどりなどの自然の持つ様々な機能を有効に活用するグリー

ンインフラの促進 

重点

５ 

行動 

支援 

脱炭素に役立

つ行動変容へ

の支援 

・省エネポイントアクションの拡充 

・せたがや版 RE100 の普及促進 

・再生可能エネルギー電力の購入の普及促進 

・次世代の人材育成 

・世田谷区の地域特性に合うもの 

・温室効果ガス削減効果が大きいもの 

・区民への地球温暖化対策 PR 効果が大きいもの 

・区民・事業者が、自主的かつ区と協働・連携して取り組めるもの 

・地球温暖化対策以外の分野にも好影響を与えるもの 

・気候変動適応策となるもの 

重点施策選定のポイント 
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１０ 推進体制及び進捗管理 

（１）推進体制 

区民・事業者と区が連携・協働・共創し、地域が一体となって地球温暖化対策を進めま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
計画の推進体制 

 

 

（２）進行管理 

目標の達成に向け、対策の主体である区民、事業者、区がそれぞれ実施状況を適切に把

握しながら、計画の立案（Plan）、取組みの実行（Do）、点検（Check）、見直し（Action）を

継続していきます。 

 

 

 

 

区 民 

日常生活における 
取組み推進 

事業者 

事業活動における 
取組み推進 

区 

区民・事業者の取組み支援、
仕組みやルールづくり、 
区役所による対策の実施 

環境審議会 

・本計画の策定や見直しに関
する審議 

・施策の展開にあたっての区
長への助言 

・本計画の進捗状況に関する
総合的な視点からの評価 

気候危機対策会議 

関係部署 

総合調整 

地域が一体となった 
地球温暖化対策の 

推進 

・「特別区の温室効果ガス排出量」（オール 62市区町村

共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」）

により、温室効果ガス排出量等の推移を把握・公表 

・アンケート調査や省エネポイントアクシ

ョンを通じたモニタリング等により、区

がデータを収集、蓄積、「見える化」 

・進捗管理指標に基づき、実施状況を点

検。評価に応じて対策を検討し、取組

み内容を継続的に改善 

計画全体の目標 
（総量削減目標、個別削減目標） 

区民・事業者の取組み 区の取組み（施策） 

連携・協働・共創 

連携・協働・共創 連携・協働・共創 

政策提案 政策提案 

国・東京都・ 

その他自治体等 

・情報交換・意見交換 
・広域的な課題の状況把握 
・課題解決に向けた緊密な

連携・協働 
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第１章 計画策定の基本的事項 

 

１－１ 計画策定の背景・意義 

（１）地球温暖化の仕組み 

 地球は太陽からのエネルギーを受けて暖められ、地表面から熱が放出されます。この熱を二

酸化炭素（ＣＯ２）などの温室効果ガスが吸収することにより、地球の平均気温は 15℃前後で

保たれ、生物の生息・生育に好適な環境が維持されています。これを「温室効果」といいます。 

 18 世紀後半に始まった産業革命以降、産業や生活のためのエネルギーとして、大量の化石

燃料（石炭、石油等）を消費するようになりました。これと引き換えにＣＯ２などの温室効果

ガスを大気中に大量に排出するようになり、大気中の温室効果ガスの濃度が上昇を続けてい

ます。その結果、「温室効果」がこれまでよりも強くなり、地表面から放出された熱を大気が

吸収する量が増え、地球全体の気温が上昇しています。この現象を「地球温暖化」と呼んでい

ます。 

 
図 世界の温室効果ガス排出量 

出典：「令和３年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」（環境省） 
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（２）日本の温室効果ガス排出量の推移と内訳 

 日本の温室効果ガス排出量は、2019年度において 12億 1,200万トン（ＣＯ２換算）であり、

排出量の算定が行われている 1990 年度以降の過去 30 年間で最も少ない排出量となっていま

す。その要因として、省エネルギーの取組み等によるエネルギー消費量の減少や、再生可能エ

ネルギーの利用拡大等による電力の低炭素化等が挙げられています。 

 我が国の温室効果ガス排出量を生産ベース※で見ると、企業・公共関連部門が約８割、家計

関連が約２割を占めています。一方、消費ベースで見ると、住居、食、移動などの家計で消費

されるものやサービスに関連する排出量が６割以上を占めているとの分析もあり、人々のラ

イフスタイルも地球温暖化問題に大きく影響を与えていることがわかります。 

※生産ベースの排出量…発電や熱の生産に伴う排出量を、その電力や熱の消費者からの排出として算定した排出量のこと。 

 
図 日本の温室効果ガス排出量 

出典：「令和３年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」（環境省） 

 

  

図 生産ベースで見た日本の温室効果ガス排出源の内訳 図 消費ベース（カーボンフットプリ
ント）から見た日本の温室効果ガス 

排出源の内訳 

出典：「令和３年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」（環境省）  
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（３）地球温暖化の影響 

１）気候変動 

国際機関である「気候変動に関する政府間パネル」（ＩＰＣＣ）は、2021年８月に発行し

た第一次作業部会第六次評価報告書において、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化

させてきたことには疑う余地がない」と報告しました。第五次評価報告書では、「極めて高

い（95％以上）」としていたものが、さらに踏み込んだ断定的な表現となりました。 

また、第六次評価報告書では、世界の平均気温（2011～2020年）は、工業化前と比べて約

1.09℃上昇していること、この観測値は過去 10万年間で最も温暖だった数百年間の推定気

温と比べても前例のないものであるとしています。さらに、第二次作業部会報告書では人の

活動を原因とする「気候変動は、極端現象の頻度と強度の増加を伴い、自然と人間に対して、

広範囲にわたる悪影響と、それに関連した損失と損害を、自然の気候変動の範囲を超えて引

き起こしている」と指摘しています。 

長期的に観測された気温変化をはじめとする気象現象の変化は、世界のみならず日本に

おいても観測されています。 

気象庁が公表している「気候変動監視レポート 2020」では、気温や降水量の観測結果か

ら以下の変化を指摘しています。 

・日本の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら上昇しており、上昇率は 100年あた

り 1.26℃である。 

・1910～2020年の間に、真夏日、猛暑日及び熱帯夜の日数は増加しており、特に、猛暑日

の日数は、1990年代半ば頃を境に大きく増加している。一方で、日最低気温 0℃未満の

冬日は減少している。 

・日降水量 100mm以上及び日降水量 200mm以上の日数は、ともに増加している一方で、日

降水量 1.0mm 以上の日数は減少している。これらの結果は、大雨の頻度が増える反面、

雨がほとんど降らない日も増加する特徴を示している。 

・1 時間降水量（毎正時における前 1 時間降水量）50mm 以上及び 80mm 以上の短時間強雨

の年間発生回数はともに増加している。 
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図 日本の平均気温偏差 1898-2021 年 

出典：気象庁ホームページ 

 

 

 

 

 

図 ［13 地点平均］日最高気温 35℃以上の年間日数（猛暑日） 1910-2021 年 

出典：気象庁ホームページ 

  

【凡例】 

：国内 15 地点での年平均気温の平年差（平年値との差）を平均したもの） 

：その年と前後２年を含めた５年間について平年差との平均をとったもの 

：平年差の長期的傾向を直線として表示したもの 

【凡例】 

：各年の年間日数（全国 13 地点における平均で 1 地点あたりの値） 

：その年と前後２年を含めた５年間について平年差との平均をとったもの 

：平年差の長期的傾向を直線として表示したもの 
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世田谷区を含む都内においても、気象現象の変化は観測されています。 

東京都気候変動適応センター「気候変動情報」によると、区部の年平均気温、年平均の日

最高気温、日最低気温は、いずれも上昇傾向にあり、真夏日、猛暑日、熱帯夜も増加傾向に

あります。 

また、1980年から 2019年までの 40年間の観測データから、東京に接近する台風の数が、

増加傾向にあります。さらに、980hPa より低い状態で接近する頻度は 2.5 倍となるなど、

強い勢力の台風の接近頻度が増えるとともに、台風の移動速度が遅く（36％減）なっており、

台風の影響を受ける時間が長くなっていると指摘しています。 

猛暑、大雨などの長期変化傾向（トレンド）には、地球温暖化の影響があると考えられ、

今後も引き続き地球温暖化が進行すれば、猛暑日や集中豪雨が増加するなど、極端な気象現

象がさらに増えていくと予測されています。 

 

 

 
 

図 近年の気象に関する変化 

出典：東京都気候変動適応センターホームページ、「東京都気候変動適応計画」（東京都）  
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２）暮らしや産業への影響 

観測記録を更新するような異常気象は、私たちの暮らしや産業に大きな影響を及ぼして

います。 

真夏日、猛暑日及び熱帯夜の増加に伴う熱中症のリスクの増大、強大な台風や大雨による

河川の氾濫や都市型水害の発生とこれに伴うインフラやライフラインへの影響をはじめ、

農作物の品質や収穫量の低下、生物の分布やサクラの開花時期の変化といった生態系の変

化など、その影響は多岐にわたります 

世田谷区内でも、令和元年 10 月の台風第 19 号によって大規模な浸水被害が生じていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 気候変動の影響（分野別の例） 

出典：「気候変動適応計画（概要版）」（環境省）、気候変動適応情報プラットフォームを基に作成 

 

（４）気候変動への対策 

気候変動を抑えるためには、地球温暖化の原因物質である温室効果ガス排出量を削減する

（または植林などによって吸収量を増加させる）「緩和」によって根本的な原因に対する対策

を講じなければなりません。しかし、最大限の排出削減努力を行っても、これまでに大気中

に蓄積された温室効果ガスの影響による、一定程度の気候変動は避けられません。そのため、

気候変動に対して自然生態系や社会・経済システムを調整することにより気候変動の悪影響

を軽減する「適応」を同時に進めていくことが求められています。 

 
図 ２つの気候変動対策（緩和と適応） 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム  

健康 

産業・ 
経済活動 

・熱中症による死亡リスクの増加 
・様々な感染症の発生リスクの変

化 

農林水産業 

自然災害 

自然生態系 

・高温によるコメの品質低下 
・果樹の栽培適地の変化 

・洪水の原因となる大雨の増加 
・土石流等の発生頻度の増加 

水環境・ 
水資源 

・無降雨・少雨が続くことによる
渇水の発生 

・気温上昇や融雪時期の早期化等
による植生分布、群落タイプ、
種構成の変化 

・生物多様性の損失 

・製造業や建設業の職場における
熱中症の増加 

・安全保障への影響（資源をめぐ
る対立等） 

国民生活・
都市生活 

・大雨による交通網の寸断、電
気・ガス・水道等のライフライ
ンの寸断化 
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（５）地球温暖化を巡る動向 

１）世界の動向 

気候変動の影響が深刻化することを受け、国際社会は 2015 年のパリ協定において、世界

共通の長期目標として、世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く

保つとともに（２℃目標）、1.5℃に抑える努力を追求すること（1.5℃目標）に合意しまし

た。また、同年９月に採択された、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」の行動計画である持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）では、ゴール 13 に気候変

動対策が定められました。 

2018年には、ＩＰＣＣから「1.5℃特別報告書」が公表され、「温暖化の影響は 1.5℃の上

昇でも大きいが２℃になると更に深刻になり、1.5℃未満の抑制が必要であること」「気温上

昇を止めるためには、2030 年までにＣＯ２排出量を半減し、2050 年頃までに正味ゼロとす

る必要があること」が示されました。このために、エネルギー、都市、インフラ及び産業シ

ステムにおける、急速かつ広範囲の移行が必要としており、世界では脱炭素化に向けて、目

標の引き上げや、先駆的な施策の展開など、気候変動対策がこれまで以上に積極的に進めら

れています。 

2021 年 10 月から 11 月にかけて開催されたＣＯＰ26 において、1.5℃目標に向かって世

界が努力することに合意するとともに、排出削減対策が講じられていない石炭火力発電の

段階的削減に向けた努力を加速することが合意文書に明記されました。 

 

表 諸外国の 2030 年目標（2022 年１月時点） 

国・地域 2030年目標 

英国 -68％以上 （1990年比） 

仏・独・伊・ＥＵ -55％以上 （1990年比） 

米国 -50～-52％（2005年比） 

カナダ -40～-45％（2005年比） 

出典：外務省ホームページ掲載情報を基に作成 

 

 

 さらに、この間、新型コロナウイルス感染症の流行が、世界中の社会経済に大きな影響を

もたらしました。その影響からの回復過程において、「グリーンリカバリー」の概念が広が

りを見せています。これは、コロナ禍からの復興にあたり、元どおりの生活状況に戻すので

はなく、その復興に投じられる資金などを通じて、地球温暖化の防止や生物多様性の保全を

実現し、新しい持続可能な社会を築く考え方のことです。これにより、再生可能エネルギー

の普及や電気自動車への転換などへの投資が進むと考えられています。 
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持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、150 を超える加盟国首脳が参加した 2015 年９月の

「国連持続可能な開発サミット」において採択された 2030年までの国際的な目標です。 

「誰一人取り残さない（no one will be left behind）」を理念として掲げ、発展途上国

のみならず先進国を含む全ての国において必要となる普遍的な目標であり、貧困、教育、保

健、持続可能な消費や生産、気候変動対策など、「環境面・経済面・社会面」の課題の全て

に幅広く対応した 17の目標とそれらに付随する 169のターゲットから構成されています。 

ＳＤＧｓの特徴として、環境分野としての個々の取組みに限らず、福祉、教育、防災、ま

ちづくりなど、内容が多岐にわたることが挙げられます。その達成に向け、あらゆるステー

クホルダーが参画するパートナーシップを構築し、分野横断的な取組みとして推進してい

くことが望まれます。 

日本では、国が 2016年 12月に「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」を決定した

ことにより、地方自治体の施策や企業の取組みにＳＤＧｓの考え方を取り入れる動きが広

がっています。 

 

 

図 「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」における１７の目標 

出典：国際連合広報センター 

  

コラム 
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２）国の動向 

パリ協定では、全ての国が温室効果ガスの排出削減目標を「国が決定する貢献」として５

年毎に提出・更新する義務があります。 

日本は、2015 年７月に、地球温暖化対策推進本部において「国内の排出削減・吸収量の

確保により、2030 年度に 2013 年度比-26.0%（2005 年度比-25.4%）の水準（約 10 億 4,200

万 t-ＣＯ２）にすること」を「日本の約束草案」として決定し、国連に提出しました。 

その後、ＩＰＣＣ「1.5℃特別報告書」の公表などを機に、気候変動の深刻化、温室効果

ガス排出削減に向けた一層の努力の必要性に対する認識が広まる中、2020年 10月に内閣総

理大臣が所信表明演説において「2050 年までに温室効果ガス排出実質ゼロ」を宣言しまし

た。これに続き、同年 11 月には、地球温暖化対策に国を挙げて取り組む決意を示す「気候

非常事態宣言」の決議を衆参両院において採択しました。 

これらを受け、脱炭素化に向けた取組みが加速化しています。 

2021 年５月に改正された「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、2050 年までの脱

炭素社会の実現が基本理念として法に位置付けられました。６月には、地域課題を解決し、

地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する脱炭素に国全体で取り組み、さらに世界へ

と広げるために、特に 2030年までに集中して行う取組・施策を中心に、地域の成長戦略と

もなる地域脱炭素の行程と具体策を示す「地域脱炭素ロードマップ」が「国・地方脱炭素実

現会議」から公表されています。 

さらに、2021年 10月に閣議決定された国の新たな「地球温暖化対策計画」では、温室効

果ガスの削減目標が引き上げられ、「2030年度において、温室効果ガスを 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。」ことが新たな目

標に掲げられました。この目標は、地球温暖化対策推進本部の「国が決定する貢献」として

決定され、国連に提出されています。また、地球温暖化対策計画と同時に閣議決定された「第

６次エネルギー基本計画」では、2030 年度の電源構成において、再生可能エネルギーの割

合を、それまでの 22～24％から 36～38％に引き上げることが示されています。 

 気候変動への適応についても、取組みが進んでいます。 

2018 年に、国全体が気候変動の影響を回避し低減することを目的として「気候変動適応

法」が制定され、各地域が自然や社会経済の状況に合わせて適応策を実施することが盛り込

まれました。 

2021 年 10 月に閣議決定された「気候変動適応計画」は、「気候変動影響による被害の防

止・軽減、国民の生活の安定、社会・経済の健全な発展、自然環境の保全及び国土の強靱化

を図り、安全・安心で持続可能な社会を構築することを目指す」ことを目標とし、自然災害、

水循環・水資源、健康、産業・経済活動などの分野別に気候変動への適応を進めるための施

策が示されています。 

このように、緩和と適応の両輪で気候変動の課題に社会全体で取り組むことが求められ

ています。 
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３）東京都の動向 

 東京都は、2019 年５月、気温上昇を 1.5℃に抑えることを追求し、2050 年までに、世界

のＣＯ２排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」を宣言しました。同年 12 月に

は、その実現に向けたビジョンと具体的な取組・ロードマップをまとめた「ゼロエミッショ

ン東京戦略」を策定しました。 

 その後、国内外において、脱炭素化に向けた動きが活発化する中、2021 年１月に、2050

年ＣＯ２排出実質ゼロに向けた行動の加速を後押しするマイルストーンとして、都内温室効

果ガス排出量を 2030 年までに 50％削減（2000 年比）すること（カーボンハーフ）、再生可

能エネルギーによる電力利用割合を 50％程度まで引き上げることを表明しました。 

2021年３月には、「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & Report」を策定し、以下の

目標と政策を掲げています。 

さらに、2022 年２月に公表した「2030 年カーボンハーフに向けた取組の加速」により、

カーボンハーフに向けた道筋を具体化するため、部門別のＣＯ２排出量やエネルギー消費量

削減の目標案や、直ちに加速・強化する主な取組みを示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 温室効果ガス排出量等の目標と施策のあり方については、今後、東京都環境審議会において

検討を進めていく予定とされている。 

※２ 温室効果ガス排出量の目標値を、国が基準としている 2013年比に換算すると、55.4％削減

に相当する。 

 

 

出典：「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & Report」（東京都） 

〇 都内温室効果ガス排出量(2000年比)   ⇒ 50％削減 ※１・※２ 

〇 都内エネルギー消費量 (2000年比)   ⇒ 50％削減 ※１ 

〇 再生可能エネルギーによる電力利用割合   ⇒ 50％程度 ※１ 

〇 都内乗用車新車販売     ⇒ 100％非ガソリン化 

〇 都内二輪車新車販売     ⇒ 100％非ガソリン化 (2035年まで) 

◆東京都の 2030年に向けた目標 
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１－２ 世田谷区の特徴と今後の見通し 

（１）自然的・社会的条件 

１）人口・世帯数 

世田谷区の人口と世帯数は、2022年 1月１日現在、916,208人、489,372世帯であり、東

京 23区で最も多くなっています。2020年の国勢調査の結果によると、国全体の人口は 2015

年に引き続き減少（2015 年から 0.7％減、年平均 0.15％減）していますが、東京都区部の

人口は継続して増加しています。世田谷区でも、1996年以降、増加が続いています。 

世田谷区は、単身世帯が多く、一世帯あたりの人員（2022年 1月１日現在）は 1.87人で、

東京都の平均 1.92人（2020年国勢調査）を下回っています。 

人口構成比（2022 年１月１日現在）では、15 歳未満が 11.8％、15～64 歳が 67.9％、65

歳以上が 20.4％となっています。15歳未満が近年微増傾向にある一方で、65歳以上の高齢

者についても増加しています。 

「世田谷区将来人口推計（令和４年７月）」によると、コロナ禍の影響により、区の人口

は 2024 年まで減少傾向が続くが、その後は人口増に転じ、微増傾向が継続し、2032 年に

919,543 人となると推計されています。年齢区分別では、生産年齢人口（15歳以上 65 歳未

満）が 2021 年をピークに減少傾向となるのに対し、高齢者人口は一貫して増加が続き、今

後 10年間で約 22,600人の増加（約 12％の増加）になると見込まれています。 

環境省の調査によると、家庭における１人あたりのＣＯ２排出量は、世帯人員が少ないほ

ど増加する傾向にあること、また高齢世帯の方が若中年世帯より多くなる傾向があるとさ

れます。世田谷区では、将来的に人口の増加が見込まれていることも考慮すると、区民一人

ひとりがＣＯ２排出量削減に向けた行動を進めていくことと、そのための仕組みづくりやま

ちづくりが、引き続き重要になります。 

 

 

  

図 人口・世帯数・一世帯あたり人員数の推移      図 年齢３区分別人口構成比   

出典：「世田谷区統計書 令和２年版」、住民基本台帳に基づく年齢別人口を基に作成 
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２）土地利用と建物 

世田谷区では、面積の約 67％が宅地となっています。宅地の用途の中では住居系が最も

多く、区面積の約半分を占めています。建物用途別延床面積は、2011年から 2021年の 10年

間で約 428ha増加しました。増加量が多いのは集合住宅、専用住宅で、増加量の約８割を占

めています。 

区内の住宅ストックの状況をみると、持ち家が 199,820戸、借家が 229,580戸（いずれも

2018 年）で借家が多くなっています。持ち家数・借家数の推移から、持ち家は増加傾向に

あり、特に非木造の共同住宅が増加しています。 

2018年の住宅の省エネルギー設備の整備状況については、全住宅 466,530戸のうち、「太

陽熱を利用した温水機器等」を整備している住宅は 0.62%、「太陽光を利用した発電機器」

を整備している住宅は 1.44%でした。「二重サッシ又は複層ガラスの窓」については、「すべ

ての窓にある」住宅は 11.64%、「一部の窓にある」住宅は 12.81%でした。持ち家と借家を比

較すると、いずれの設備も持ち家の方が、整備率が高い状況です。 

住宅の省エネルギー性能に関する全国的な動向を見ると、2019 年度時点で省エネ基準に

適合している新築戸建住宅は 80％超（うちＺＥＨレベルは約 25％）、新築共同住宅では約

72％（うちＺＥＨレベルは約２％）となっています。また、既存住宅ストック（約 5,000万

戸）のうち、省エネ基準に適合している住宅は 2018年度時点で約 11％となっています。 

こうした状況を踏まえ、ＺＥＨレベルの省エネルギー性能を備えた新築住宅の普及を進

めていくとともに、既存住宅ストックにおける断熱性能向上等の対策を進めていく必要が

あります。また、地球温暖化対策の観点では、借家については、住民自身ができる対策には

限りがあることから、所有者に対し、省エネルギー設備の導入を働きかけていくことが必要

となります。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 土地利用の構成比（2021 年度）      図 建物用途別延床面積の推移 

出典：「令和３年度みどりの資源調査」、「土地利用現況調査」（世田谷区） 
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図 持ち家数・借家数の推移 

出典：「世田谷区第四次住宅整備方針」（世田谷区）（原典：「住宅・土地統計調査」（各年）） 

 

 
表 住宅の所有関係別・省エネルギー設備のある住宅（2018 年） 

 

出典：「世田谷区第四次住宅整備方針」（世田谷区）（原典：「住宅・土地統計調査」（平成 30（2018）年）） 

 

 

図 全国の住宅ストック（約 5,000 万戸）の断熱性能 

出典：「第１回脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会 

国土交通省説明資料」（国土交通省住宅局） 
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３）業務・産業 

世田谷区内の事業所数 2016 年において 27,034 事業所があり、262,689 人が働いていま

す。事業所規模は比較的小さく、常用雇用者が５人未満の事業所が 66.2％を占めており、

30人以上の事業所は 4.7％と少数です。産業（大分類）別従業者数を見ると、卸売業・小売

業、医療・福祉、宿泊業・飲食サービス業で全体の 49.5％を占めており、建設業や製造業な

どの第二次産業の割合は低い状況です。 

また、事業者の土地・建物の所有形態については、商業、サービス関連事業者の 58.0％、

建設・製造・その他事業者の 39.0％が建物を所有していません。 

世田谷区では、オフィスや店舗等の業務その他部門に該当する事業所が多く、また、規模

が小さい事業所が多いこと、建物を所有していない事業者が一定数を占めることを考慮し

て地球温暖化対策を進めていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事業所数・従業者数の推移 

 
図 常用雇用者規模別事業所数 

（2016 年７月１日現在） 

出典：「世田谷区統計書 令和２年版」を基に作成 

  
図 産業（大分類）別従業者数 

（2016 年７月１日現在） 

出典：「世田谷区統計書 令和２年版」を基に作成 

図 土地・建物所有形態（2015 年現在） 

出典：「世田谷区産業基礎調査 報告書（平成 28年

３月）」を基に作成 
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４）交通 

世田谷区内には、首都高速３号渋谷線、東名高速道路、首都高速４号新宿線、中央自動車

道などの高速道路のほか、南北に環状７号線、８号線、東西に国道 20号（甲州街道）、国道

246号（玉川通り）などの幹線道路が整備されています。 

区内の自動車登録台数は、2020年において約 26.5万台で、直近５年間の推移を見ると緩

やかに減少しています。電気自動車、プラグインハイブリッド自動車などの次世代自動車の

保有台数は、2013年から 2020年までの７年間に約 2.5倍に増加しています。そのうち、走

行時にＣＯ２等の排出ガスを出さないゼロ・エミッション・ビークル（ＺＥＶ）※に位置づけ

られている電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車は、197台（2013

年）から 1,638台（2020年）に増加しています。 

※東京都の定義による。プラグインハイブリッド自動車は、ＥＶモード走行時。 

区内の幹線道路の交通量は、2010年から 2015年の５年間において、環状７号線、８号線

の一部で増加が見られますが、全体的には減少しています。円滑な道路交通の確保を図るた

め、区では、「せたがや道づくりプラン」に基づき優先整備路線を定め、道路整備を推進し

てきました。また、踏切の遮断による慢性的な交通渋滞を改善するため、開かずの踏み切り

対策として鉄道の連続立体交差事業を促進しています。小田急電鉄小田原線（代々木上原～

梅ヶ丘駅間）の連続立体交差事業は 2018年度に完了し、現在、京王電鉄京王線（笹塚～仙

川駅間）の連続立体交差事業を促進しています。 

鉄道については、東西を結ぶ京王線、小田急線、田園都市線、東横線、目黒線、それらを

つなぐ井の頭線、世田谷線、大井町線の８路線が整備されています。また、南北の鉄道路線

がない区中央から西部において、東西に延びる鉄道路線をつなぐ役割としてバスが多く活

用されており、４社・１局（東急、小田急、京王、関東、都交通局）により 83 路線運行さ

れています（2022 年４月現在）。そのうち、コミュニティバス路線は 10 路線運行されてお

り、公共交通不便地域の解消や南北交通の強化等に向けたバスネットワークの充実が図ら

れています。 

区では、南北方向を結ぶ交通手段として、コミュニティサイクルポートを整備しています。

区内には、６駅７箇所にコミュニティサイクル・レンタルサイクルポートがあり、このうち

５箇所のポートは、どこでも借りられ、どこへでも返却可能なコミュニティサイクルシステ

ム（愛称「がやリン」）を導入しています。また、民間シェアサイクルについて、事業者と

連携して実証実験を行っています。 

さらに、2019 年には、国の提唱するウォーカブル推進都市に賛同し、歩くこと、散歩を

楽しむことができるまちづくりに向けた取組みを進めています。 

公共交通の充実をはじめ、歩きたくなるまちづくり、自転車利用の促進、ＺＥＶの普及、

ＩＣＴを活用した交通サービスを結合するＭａａＳなど、様々な手段を組み合わせて地球

温暖化対策を進めていくことが必要です。 
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図 自動車登録台数の推移 

出典：「世田谷区統計書 令和２年版」を基に作成 

 

 

 

 
図 区内の ZEV 車種別保有台数の推移            図 ZEV の占める割合 

（2020 年） 

出典：一般財団法人自動車検査登録情報協会提供データを基に作成 
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図 主な道路の交通量推移 

出典：「世田谷区交通まちづくり基本計画（中間見直し）・世田谷区交通まちづくり行動計画（令和２年度～令和６年度）」 

（道路交通センサス（国土交通省、平成２年度（1990年度）～平成 27年度（2015年度））を基に作成） 
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ＭａａＳ（マース） 

MaaS（Mobility as a Service）とは、スマホアプリやＷｅｂサービスにより、地域住民

や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外

の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスです。観光

や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地

域の課題解決にも資する重要な手段となるものとしても期待されています。 

 

 

図 ＭａａＳの概念 

出典：国土交通省ホームページ 

  

コラム 
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５）廃棄物 

2000 年以降人口が増え続ける中、世田谷区のごみ収集量は減少傾向にありましたが、2020 年

度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出自粛などの影響により、ごみ量が増加し、

前年度より約 4.1％増の 185,166ｔでした。2020年度における一時期的なごみ排出量の増加につ

いては、2021年度のごみ収集量が前年度比３％削減の 179,552tとなり、解消されつつあります。

区民１人１日あたりのごみ排出量についても、ごみ収集量と同様に 2020 年度には 550ｇと一時

的に大きく増加したものの、2021年度には 536ｇに減少しました。 

また、資源回収については、2021年度において資源回収量が 48,815ｔ、リサイクル率 21.5％

でした。 

近年課題となっている食品ロスの削減に向けては、2022 年度に世田谷区食品ロス削減推進計

画を策定、フードドライブやエコフレンドリーショップの店舗拡大などさらなる取組みを展開

し、使用済みプラスチック使用製品の資源循環施策については、現在施策のあり方について検討

を進めているところです。 

今後とも、引き続き３Ｒのうち優先順位が高い２Ｒ（リデュース、リユース）に関する区民・

事業者の主体的な取組みを促進し、１人あたりのごみ排出量の削減を進める必要があります。 

 
図 ごみ収集量の推移 

出典：「世田谷区清掃・リサイクル事業概要 2021」等を基に作成 

 
図 資源回収量とリサイクル率の推移 

出典：「世田谷区清掃・リサイクル事業概要 2021」等を基に作成  
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６）みどり 

世田谷区には、多摩川の沿岸と台地の間に、国分寺崖線と呼ばれる急傾斜地帯が続いてお

り、崖線沿いの斜面地一帯は多くのみどりに恵まれ、貴重な自然が残る地域となっています。 

西部地域や多摩川低地には農地や緑地が多くみられるほか、砧公園や祖師谷公園、駒沢公

園などの規模の大きな公園にまとまったみどりが残されています。 

このほか、住宅地の中にも社寺林、屋敷林が点在し、大規模集合住宅にもまとまった緑地

がみられ、一般にみどりの多いまちというイメージが定着しています。 

 

 

 

図 みどり面分布図 

出典：「令和３年度みどりの資源調査」 
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2021年度調査による世田谷区のみどり率は 24.38％で、2016年度と比較し、0.8ポイント

減少しています。緑被率は 1.00ポイント減少し、22.56％となりました。樹木地とともに農

地も減少傾向が続いており、減少箇所の多くは住宅建設などの宅地化によるものでした。そ

の一方で、屋上緑化や集合住宅の緑被が増加しています。 

国は、「地球温暖化対策計画」（2021年 10月）の目標を達成するため、森林や都市緑化に

よるＣＯ２吸収効果を見込んでいます。 

世田谷区において、公園や緑地などの整備・充実を推進することでＣＯ２吸収減としての

機能を向上させることは、地球温暖化の緩和の観点からも有効です。また、みどりはＣＯ２

吸収だけではなく、ヒートアイランド現象を抑制する効果もあります。 

さらに、気候変動により集中豪雨が多発し、河川や下水道等が短時間に降る大雨に耐え切

れずマンホール等から排水があふれ出る内水氾濫の問題に対し、農地、樹木地、草地などの

自然面を保全・確保し、雨水の貯留・浸透、流出抑制を図ることが、水害を防ぐ上でも重要

となっています。そのため、区では、みどりなどの自然が持つ雨水の貯留・浸透、流出抑制、

水質浄化、地下水涵養などの様々な機能を、都市基盤（インフラ）として有効に活用する「グ

リーンインフラ」を取り入れています。具体的な取組みとして、道路や公園、区有施設への

雨水を一時的に貯留・浸透施設の設置、住宅への雨水浸透施設や雨水タンクの設置に関する

普及啓発等を進めています。 

 

 

 

 

 

 

図 自然面率・みどり率・緑被率・公園率の推移 

出典：「令和３年度みどりの資源調査」  
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（２）地球温暖化に対する世田谷区のこれまでの取組み 

世田谷区は、地球温暖化防止に向けた取組みを総合的かつ計画的に進めていくため、2012年

３月に「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」を策定しました。また、人口増加が見込まれ

る中、家庭からの温室効果ガス排出量の大幅な削減に向けた取組みを推進するため、翌 2013

年３月に「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画アクションプラン」を策定しました。 

その後、2015 年に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℃未満に抑え

るという世界共通の目標達成に向け、温室効果ガス排出量の一層の削減が求められる中、区は、

それまでの計画を刷新し、2018年３月に新たな地球温暖化対策地域推進計画を策定しました。 

これらの計画に基づき、区は、再生可能エネルギーの普及と区民・事業者の省エネルギー行

動の促進に向け、みうら太陽光発電所の開設、その売電収入を活用した省エネポイントアクシ

ョン等の施策を展開してきました。また、住宅都市である世田谷区では、大規模な再生可能エ

ネルギーの創出には限りがあるため、川場村の木質バイオマス発電による電力を区民が購入

する仕組みの構築をはじめ、エネルギー資源が豊富な自治体との連携により区内における自

然エネルギーの活用拡大を図る自然エネルギー活用を通じた連携・協力を広げてきました。さ

らに、本庁舎等で使用する電力を再生可能エネルギー100％電力への切替え、区民・事業者・

区の再生可能エネルギーの利用を促進する「せたがや版ＲＥ１００」の普及などを進めていま

す。それとともに、気候変動適応の一環として、公共施設や公園へのレインガーデン等の設置

や、区民に向けた雨水浸透施設や雨水タンク設置の呼びかけなど、様々なグリーンインフラを

取り入れて、既存インフラ整備と相互に補完するよう活用して基盤整備を図ってきました。 

この間にも深刻化する気候危機の状況を踏まえ、区民・事業者と地球温暖化の問題を共有し、

共に行動していくため、2020年 10月に東京 23区では初となる「世田谷区気候非常事態宣言」

を行い、2050年までにＣＯ２排出量実質ゼロをめざすことも表明しました。 

2021 年９月には、区役所内の総合調整を図るため「気候危機対策会議」を立ち上げ、世田

谷区気候非常事態宣言を踏まえた地球温暖化対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るための検討を進めています。 

さらに、気候危機対策を安定的・継続的に実行していくための財源となる「世田谷区気候危

機対策基金」を 2022 年度に創設し、再生可能エネルギーの利用拡大や区民・事業者の行動変

容を促す取組みの推進に活用していきます。 

     
図 せたがや版ＲＥ１００ステッカー 図 再生可能エネルギー100％電力を 

  導入している施設と啓発ポスター 
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世田谷区気候非常事態宣言 

地球温暖化に起因する強力な台風や集中豪雨が頻発し、その被害は年々甚大化していま

す。しかし、世界のＣＯ２排出量は、今なお増加が続いており、今後も、極端な高温や大

雨が発生する可能性がより高くなるとされています。こうした気候危機の状況を、区民・

事業者と区が共有し、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）が目指す持続可能な社会の実現に

向け、ともに行動していくために、世田谷区は、2020年 10月 16日に「世田谷区気候非常

事態宣言」を行いました。 

  

コラム 
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１－３ 計画の枠組み 

（１）目的 

 本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 19条第 2項に基づき、区域の自然的社

会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策

定し、実施するための「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」として策定す

るものです。 

また、「気候変動適応法」第 12条に基づき、区域における自然的経済的社会的状況に応じた

気候変動適応に関する施策の推進を図るための「地域気候変動適応計画」を兼ねる計画として

策定します。 

 計画内に示す地球温暖化対策に、区民・事業者・区が、それぞれの役割を認識し、連携・協

働・共創しながら取り組むことによって、世田谷区から排出される温室効果ガスの削減と気候

変動への適応を進めていくことを目的とします。 

 

（２）計画の位置づけ 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」及び「気候変動適応法」に基づき策定さ

れるとともに、世田谷区環境基本条例に基づき策定した「世田谷区環境基本計画」に掲げる区

のめざす環境像を実現するため、主要な要素である地球温暖化、エネルギー、気候変動適応を

推進するための計画として密接に関わっています。 

計画策定においては、2021年 10月に閣議決定された国の「地球温暖化対策計画」及び「気

候変動適応計画」を踏まえるものとします。地球温暖化対策計画では、「地域の多様な課題に

応える脱炭素化に資する都市・地域づくりの推進」として、都市計画、公共施設等総合管理計

画、地域公共交通計画、総合計画等の温室効果ガスの排出の量の削減等と関係を有する施策と

調和・連携を図ることが示されています。このため、区のこれら関連計画に配慮しながら、取

組み（施策）を進めます。同時に、区の他の行政計画に対して、可能な限り地球温暖化対策を

組み込んでいくよう働きかけていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の位置づけ  
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（３）計画の基準年度と目標年度（計画期間） 

本計画の計画期間は、2023年度から 2030年度までの８年間とします。 

なお、区の基本計画や環境基本計画の見直しの状況や、国、都の施策の動向等、必要に応じ

て適宜見直しを行います。 

温室効果ガス排出量の削減目標の設定にあたっては、国の地球温暖化対策計画を踏まえ、

2013年度を基準年度とし、中期目標を 2030年度、長期目標を 2050年度に設定します。 

 

 

年度 

計画名 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  2050 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13  R32 

世田谷区地球温暖化 

対策地域推進計画 
        

 

  

世田谷区基本計画 

世田谷区実施計画 
        

 

  

世田谷区環境基本計画         

 

  

 

図 計画期間 

  

地球温暖化対策地域推進計画 地球温暖化対策地域推進計画 
中
期
目
標 

長
期
目
標 

次期環境基本計画 

基本

計画 

環境基本計画 

（後期） 

次期基本計画 
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（４）計画の実行主体と役割 

本計画は、世田谷区全域からの温室効果ガス排出量の削減と、気候変動への適応を進めるた

めのものです。 

温室効果ガス排出量の削減及び気候変動への適応のためには、区民・事業者・区をはじめと

し、教育機関、ＮＰＯ、来街者などのあらゆる主体が自らの生活や事業活動等の中で、問題の

重要性を認識し、対策に取り組むことが望まれます。また、各主体が連携・協働・共創して環

境・経済・社会の３側面の統合的な取組みを進めることで、対策の効果が高まることが期待さ

れます。 

本計画では、主たる活動主体である区民・事業者による温室効果ガス排出量の削減及び気候

変動への適応に向けた取組みを示すとともに、区が区内最大級の事業所として自ら行う対策

や、区民・事業者の取組みを支援するために行う施策を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の実行主体と役割 

  

区 民 

●日常生活の中で省エネ・再エネの利
用・省資源に取り組む。 

●気候変動の影響を知り、備える。 

●事業者や区の取組みに協力する。 

事業者 

●事業活動からの温室効果ガスの排
出抑制に取り組む。 

●気候変動の影響を知り、備える。 

●区民や区の取組みに協力する。 

区 

●区内最大級の事業所として事業活動からの温室効果ガ
スの排出抑制に取り組む。 

●区域からの温室効果ガス排出量削減のため、次の施策を
策定・実行する。 

・区民や事業者の省エネ・再エネの利用・省資源等の取
組みの支援、仕組みやルールづくり 

・公共交通の利用促進、緑地の保全及び緑化など温室効
果ガスの排出量の削減につながるまちづくり 

●気候変動適応に関する施策を策定・実行する。 

連携・協働・共創 
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第２章 世田谷区の温室効果ガスの排出状況 

 

２－１ 対象とする温室効果ガス 

（１）対象ガス 

対象ガスは、地球温暖化対策の推進に関する法律で定める７種類の温室効果ガスとします。 

①二酸化炭素（ＣＯ２）  ②メタン（ＣＨ４）  ③一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 

④ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣｓ）   ⑤パーフルオロカーボン類（ＰＦＣｓ） 

⑥六ふっ化硫黄（ＳＦ６） ⑦三ふっ化窒素（ＮＦ３） 

 

（２）対象範囲、対象部門 

対象範囲は、世田谷区全域とします。 

対象部門は、産業部門、業務その他部門、家庭部門、運輸部門、廃棄物部門とします。 

 
表 対象ガスと対象部門、主な排出源 

対象ガスと対象部門 主な排出源 

ＣＯ２ エネルギー 
起源ＣＯ２ 

産業部門 農林水産業、建設業、製造業でのエネルギー消費（電

気、燃料の使用）に伴い排出 

業務その他部門 オフィスや店舗などでのエネルギー消費（電気、燃料

の使用）に伴い排出 

家庭部門 家庭でのエネルギー消費（電気、燃料の使用）に伴い

排出 

運輸部門 自動車や鉄道でのエネルギー消費（電気、燃料の使

用）に伴い排出 

非エネルギー
起源ＣＯ２ 

廃棄物部門 一般廃棄物中の廃プラスチック等の焼却処理時など

に排出 

その他
６ガス 

メタン（ＣＨ４） 自動車の走行や燃料の燃焼、一般廃棄物の焼却、下水

やし尿・雑排水の処理時などに排出 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 自動車の走行や燃料の燃焼、一般廃棄物の焼却、下水

やし尿・雑排水の処理、麻酔時の使用時などに排出 

ハイドロフルオロカーボン類 
（ＨＦＣｓ） 

冷蔵庫、エアコン、カーエアコンなどの冷媒に使用さ

れ、製品の使用時・廃棄時などに排出 

パーフルオロカーボン類 
（ＰＦＣｓ） 

半導体の製造、溶剤などに使用され、製品の製造・使

用・廃棄時などに排出 

六ふっ化硫黄（ＳＦ６） 電気設備の電気絶縁ガス、半導体の製造などに使用

され、製品の製造・使用・廃棄時などに排出 

三ふっ化窒素（ＮＦ３） 半導体製造でのドライエッチングやＣＶＤ装置のク

リーニング時などに排出 

（３）単位 

この計画では、温室効果ガスの排出量を t-ＣＯ２で表記しています。t-ＣＯ２は、ＣＯ２１

トンを意味する単位です。なお、ＣＯ２以外の温室効果ガス排出量についても、各種ガスの

排出量に地球温暖化係数（ＣＯ２を１としたときの各種ガスの温室効果を表す指標）を乗じ

て t-ＣＯ２相当量に換算し、表記しています。  
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２－２ 温室効果ガス排出量の現状 

 

（１）温室効果ガス排出量 

世田谷区における最新の温室効果ガス排出量データである 2019 年度の排出量は、2,789 千

t-ＣＯ２です。このうちＣＯ２は 2,528千 t-ＣＯ２であり、全体の 90.6％を占めています。 

直近 10 年間の推移を見ると、若干の変動はあるものの 2012 年度をピークに排出量は減少

しています。2019 年度の温室効果ガス排出量を部門別に見ると、家庭部門（44.6％）の割合

が最も高い状況です。 

 

 

図 世田谷区における温室効果ガス排出量の推移 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990年度～2019年度）」（オール東京 62市区町村共同事業）を基に作成 

 

 

表 2019 年度の各温室効果ガス・部門の排出量構成比と 
2013 年度との比較 

（単位：千 t-CO2） 

部門 
2013年度 

排出量 

2019年度 

排出量（構成比） 
排出量 

増減比 

CO2 

産業部門 90 61 （2.2%） -32.0% 

家庭部門 1,463 1,245（44.6%） -14.9% 

業務その他部門 858 674（24.2%） -21.4% 

運輸部門 567 427（15.3%） -24.8% 

廃棄物部門 103 121 （4.3%） 17.3% 

その他（CH4等） 156 262 （9.4%） 67.3% 

合計 3,238 2,789       -13.8% 

 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990年度～2019年度）」（オール東京 62市区町村共同事業）を基に作成 
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ＣＯ２排出量とエネルギー消費量の関係 ～電力排出係数について～ 

 

ＣＯ２排出量は、「エネルギー消費量×排出係数」により算出されます。 

「排出係数」は、一定のエネルギー使用量（例：電力 1kWh、ガス１㎥など）当たりの

ＣＯ２排出量であり、エネルギーの種類によって排出係数が異なります。様々な排出係数

の中で、ＣＯ２排出量の変動に大きな影響を及ぼすのが、電力排出係数です。 

電力排出係数は、発電に用いられる電源（火力、水力、太陽光、原子力など）の割合に

よって数値が変動します。具体的には、石炭・石油などの化石燃料を用いる火力発電の割

合が高ければ数値が大きくなり、再生可能エネルギーなど非化石燃料による発電の割合が

高くなれば数値が小さくなります。そのため、電力の使用に伴うＣＯ２排出量は、エネル

ギー消費量が減少しても、電力の排出係数が大きくなると増加する場合があります。 

最新年度（2019年度）の東京都内の電力排出係数は 0.448㎏-ＣＯ２/kwhとなっていま

す。東日本大震災後の火力発電所への依存の高まり等により電力排出係数は一時大きくな

りましたが、近年減少傾向にあります。 

世田谷区では、区内のエネルギー消費量の約４割を電力が占めていることから、電力の

排出係数の変動の影響を受けやすく、下のグラフに示すようにエネルギー消費量が減少傾

向にあっても、電力排出係数の変動に伴ってＣＯ２排出量が増減します。 

 

 
図 世田谷区における電力排出係数、ＣＯ２排出量、エネルギー消費量の推移 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990 年度～2019 年度）」（オール東京 62 市区町村共同事業） 
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（２）エネルギー消費量 

温室効果ガス排出量の９割を占めるＣＯ２排出の主な要因は、エネルギー（電気・燃料等）

の消費です。最終消費部門ごとのエネルギー消費量は、長期的な傾向として 2002 年度をピー

クに減少しています（2016年度・2017年度の間の変動は、厳冬による暖房利用の影響による）。 

2019 年度の部門別のエネルギー消費量を見ると、家庭部門が最も多く、次いで業務その他

部門、運輸部門、産業部門となっています。 

2019年度のエネルギー消費量を、国が温室効果ガス削減目標の基準としている 2013年度と

比較すると、産業部門が 30.3％、運輸部門が 24.1％減少していますが、消費量の多い家庭部

門は 4.1％の減少にとどまっています。 

 
図 世田谷区における最終消費部門ごとのエネルギー消費量の推移 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990年度～2019年度）」（オール東京 62市区町村共同事業）を基に作成 

 

 

 

表 2019 年度の各部門のエネルギー消費量と 2013 年度との比較 

（単位：ＴＪ）  

部門 
2013年度 

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 

2019年度 

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（構成比） 消費量増減比 

産業部門 1,010 704 （2.5%） -30.3% 

家庭部門 15,217 14,593（51.6%） -4.1% 

業務その他部門 7,724 6,954（24.6%） -10.0% 

運輸部門 7,928 6,020（21.3%） -24.1% 

合計 31,879 28,271      -11.3% 

 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990年度～2019年度）」（オール東京 62市区町村共同事業）を基に作成 
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（３）家庭部門のエネルギー消費量 

エネルギー消費量の多い家庭部門について、世帯当たりエネルギー消費量の推移を見ると、

若干の変動はあるものの 2002年度をピークに減少傾向にあります。 

2019年度の世帯当たりエネルギー消費量は、29,802MJ/世帯です。国が温室効果ガス削減目

標の基準としている 2013年度と比較すると-8.8％に相当します。 

世帯当たりエネルギー消費量の減少率に比べ、家庭部門全体のエネルギー消費量の減少幅

が小さいのは、世帯数が増加しているためです（2019年度の世帯数は、2013年度に対し 5.1％

増加）。 

 

 
図 世田谷区における世帯当たりエネルギー消費量の推移 

出典：「特別区の温室効果ガス排出量（1990年度～2019年度）」（オール東京 62市区町村共同事業）を基に作成 
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２－３ 温室効果ガス排出量の将来推計 

 

現状以上の対策を行わないと仮定し、人口、業務用建築物床面積、製造品出荷額など「活動量」

と呼ばれる指標が、これまでの傾向の延長で変動した場合を「現状すう勢」といいます。「現状

すう勢」によって見込まれる 2030年度の排出量は、2013年度に対し５％程度減少する水準にな

ると見込まれます。 

 

表 現状すう勢ケースの推計結果 

 

  

排出量
【推計】

（千t-CO2）
構成比

排出量
増減比

産業部門 90 61 69 2.3% -23%

家庭部門 1,463 1,245 1,257 41.0% -14%

業務その他部門 858 674 812 26.5% -5%

運輸部門 567 427 353 11.5% -38%

廃棄物部門 103 121 102 3.3% -1%

計 3,081 2,528 2,593 84.5% -16%

156 262 475 15.5% 204%

3,238 2,789 3,068 － -5%

CO2

部門

その他（CH4等）

合計

2013年度
【実績】

（千t-CO2）

2030年度
2019年度
【実績】

（千t-CO2）
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＜推計方法＞ 

○ＣＯ２ 

・ＣＯ２排出量は、「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」*から提供された「将来推

計ファイル」のデータを用いて推計しました。 

・現状すう勢ケースのため、活動量のみトレンドに基づく変化率を設定し、エネルギー

消費量当たりＣＯ２排出量、活動量の原単位当たりエネルギー消費量の変化率は０と

して推計しました。 

○その他のガス 

・直近 10年間（2010年度～2019年度）のデータから、近似式を求め、トレンドにより

排出量を推計しました。 

・なお、2013年度から排出量の算定にＮＦ３が追加されましたが、排出量の値が小さい

ため影響はほぼないと判断しました。 

 

表 部門ごとの活動量の想定 

部門 活動量指標 活動量の想定 

産業部門 農業 農家数 トレンド予測をもとに設定 

建設業 新築着工面積 トレンド予測をもとに設定 

製造業 製造品出荷額 近年は増減傾向がみられないため、現状維持を想定 

家庭部門 人口 
世田谷区将来人口推計（令和 4年 7 月補正）を基に

増減率を設定 

業務その他部門 業務用床面積 トレンド予測をもとに設定 

運輸部門 自動車 自動車走行量 トレンド予測をもとに設定 

鉄道 乗降客数 トレンド予測をもとに設定 

廃棄物部門 焼却ごみ量 トレンド予測をもとに設定 

 

 

＊みどり東京・温暖化防止プロジェクト 

都内 62市区町村では、2007年度から、東京のみどりの保全や温暖化防止について連携・共同し

て取り組むため、オール東京 62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」を展

開しています。事業の一環としてＣＯ２を含む温室効果ガス排出量について、区市共通の算定手法

に基づき毎年推計が行われています。 

 

 

  



34 

２－４ 前計画の評価と計画改定にあたっての視点 

 

（１）温室効果ガス排出量、エネルギー消費量の状況 

区全体の温室効果ガス排出量は、若干の変動はあるものの 2012 年度をピークに排出量は減

少しています。また、最終消費部門ごとのエネルギー消費量は、長期的な傾向として減少して

います。 

部門別の温室効果ガス排出量、エネルギー消費量とも、家庭部門、業務その他部門の割合が

高く、2050年までのＣＯ２排出量実質ゼロに向け、区民、事業者と区が協働して取組みを進め

ることが重要です。 

 

（２）区民の取組み状況 

「世田谷区環境に関する区民意識・実態調査」（2018年８月実施）によると、エアコンの設

定温度に気をつける、こまめに水道の蛇口、シャワーをとめるといった８つの省エネルギー行

動について、「いつもやっている」「時々やっている」を合計した割合は概ね８割前後に達して

おり、省エネルギーに関する取組みへの意識は高い状況です。また、2013 年に実施した調査

と比較して、再生可能エネルギーを利用している回答者の割合は 3.4％から 6.5％に、これか

ら利用したいと回答した人の割合は 8.7％から 40.7％に大きく増えており、再生可能エネル

ギーの利用への関心が高まっています。 

これらの結果から、家庭における地球温暖化対策の取組みが浸透しつつあると考えられま

す。 

気候危機については、「世田谷区民意識調査 2021」（2021 年５月実施）において、区が行っ

た気候非常事態宣言を「知らない」と答えた回答者は約 85％で、認知は十分とはいえない状

況です。また、重点的に取り組むべき気候危機への対策については、「風水害や猛暑などの災

害への対策」を約 71％の回答者が選択した一方で、最も選択された割合の低かった「住まい・

建物の省エネルギー化の推進」は 29.7％に留まりました。 

気候危機の状況を区民と共有すること、ＣＯ２排出量の大幅削減に向けた住まい・建物の省

エネルギー化の重要性に対する理解を広げていくことが必要です。 

 

（３）区の取組み状況 

前計画に定めた進捗管理指標は、目標に対して 2020 年度までの時点で概ね順調に推移して

いました。しかし、「省エネポイントアクションで省エネに成功した区民の割合」の減少など、

一部の指標については基準年と比較して、実績値が後退しています。 
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（４）今後の方向性 

今回の計画では、「世田谷区気候非常事態宣言」で表明した 2050年のＣＯ２排出実質ゼロを

めざすことを踏まえると、さらなる対策を進めていく必要があります。 

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う人々のライフスタイルやビジネススタイル

の変化がもたらす影響の先行きが不透明な状況にあり、今後の変化を注視していく必要があ

ります。他方では、この機を捉えて、グリーンリカバリーの視点を持って、地球温暖化の緩和

と適応の取組みを進め、持続可能な社会を築いていくことが求められています。 

持続可能な社会の構築に向けては、区民や事業者などの様々な主体から政策提案などの意

見を広く求めながら、課題の解決に取り組んでいくことが重要となってきます。 

また、地球温暖化対策を進めることは、みどりの保全や創出による地域環境の改善、歩いて

暮らせるまちづくりによる住民の健康増進、再生可能エネルギー設備が非常用電源として機

能することによる防災性の向上など、様々な副次的便益（コベネフィット）を伴います。 

今後の方向性として、グリーンリカバリーや地球温暖化対策の副次的便益の考え方に即し

て、環境・経済・社会の統合的な向上に資する対策を進めていくことが求められます。 

その中で、住宅都市である世田谷区の特徴を踏まえ、民生家庭部門の温室効果ガス排出量削

減に向け、省エネルギーに寄与するライフスタイルや住まいづくりをはじめ、再生可能エネル

ギーの利用拡大に資する施策などに引き続き取り組んでいくことが有効と考えられます。 

さらに、台風の勢力拡大、頻発する集中豪雨、記録的な猛暑など、気候変動によってすでに

表れている影響への防災・減災対策についても、強化していく必要があります。 

 

図 地球温暖化対策が対象とする範囲の模式図  
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気候市民会議 

気候市民会議は、無作為抽出などによって社会全体の縮図となるように選出された市民（数

十人〜150人程度）が、数ヶ月かけて気候変動対策について話し合う会議のことです。近年、

ヨーロッパ各国で広がりを見せており、国内でも札幌市、川崎市などで開催されています。 

 

フランス、イギリスをはじめ、各地で気候市民会議が開催されています。 

2019 年から 2020 年にかけて会議を行ったフランスでは、150 名の一般市

民が参加し、移動、消費、住、生産、食のテーマごとのグループ討議と全体

会議を組み合わせて議論を進め、最終的に 149項目からなる提言をまとめた

報告書を大統領、政府に提出しました。 

 

全国に先駆けて 2020 年に気候市民会議を開催した札幌市では、無作為抽

出で選ばれた 20 名の市民が、オンラインで４回にわたって会議を行いまし

た。参加者は、関連分野の専門家や市の担当職員からの情報提供を聞き、質

疑応答やグループ討議を行った上で、脱炭素社会のビジョンや実現の時期な

ど計 70 項目についてオンラインで意見を投票しました。投票の結果などは

報告書としてとりまとめられ、札幌市に提出されました。 

 

川崎市では、無作為に選ばれた 3,000人余りの市内有権者の中から、男女

比、年齢構成、住区等の調整を経て、75名の市民からなる「脱炭素かわさき

市民会議」を立ち上げました。計６回の会議を開催し、「移動」「住まい」「消

費」の３分野に重点を置いて、脱炭素かわさきを実現するための取組み・提

案をとりまとめました。 

 

 

 

 

 

  

コラム 

札幌市 

川崎市 

欧州 

■提案作成の出発点となった「2050 年の脱炭素かわさきのイメージ」 

出典：「脱炭素かわさき市民会議からの提案 2050年脱炭素かわさきの実現に向けて」 
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（５）計画改定にあたっての視点 

前項までの検討を踏まえ、2050年までのＣＯ２排出量実質ゼロの実現を達成していくため、

この度の計画改定にあたっては、次の視点に立って、国や東京都が進める施策と合わせて、

区の施策による更なる温暖化対策を進めていくことが必要です。 

＜計画改定にあたっての視点＞ 

・2050 年ＣＯ２排出量実質ゼロの実現に向けた新たな目標設定（2050 年目標を見据えた中期目

標の設定） 

・区民・事業者が主役となった、脱炭素に役立つライフスタイル、ビジネススタイルに向けた

区民、事業者の行動促進（行動に伴う効果の見える化、行動変容につながる情報発信・啓発、

仕組みづくり） 

・地球温暖化に関連する幅広い分野に好影響を与える総合的・計画的な対策の推進（例：住宅

の断熱化に伴うヒートショックの防止、再エネ設備導入による非常用電源の確保） 

・省エネルギー化の推進（住宅・事業所等の省エネ・断熱化、大規模建築物の環境配慮など） 

・再生可能エネルギーの利用と創出の拡大（再生可能エネルギーの地産地消、せたがや版ＲＥ

100の推進など） 

・地域間連携による取組みの推進（川場村をはじめとした、自然エネルギーを生産する地域と

の連携） 

・脱炭素に役立つまちづくり（公共交通や自転車の利用促進、ＺＥＶの普及促進に向けた都市

インフラの整備など） 

・みどりを活かした地球温暖化対策の推進（ＣＯ２の吸収、カーボンオフセットなど） 

・ごみの発生抑制等の推進（区民・事業者の２Ｒ行動の促進（プラスチック使用製品や食品ロ

ス対策を含む）） 

・環境学習・環境教育を通じた意識醸成（次世代の人材育成など） 

・脱炭素に役立つ社会経済、暮らしへの転換（グリーンリカバリー、ＥＳＧ投資など） 

・緩和策と適応策の両輪による対策強化（グリーンインフラを取り入れた豪雨対策・ヒートア

イランド対策などの適応策） 

 

  
2050 年ＣＯ２排出量実質ゼロの実現に向けた新たな目標 

緩和策 

・省エネルギー化   ・再生可能エネルギーの利用拡大 

・地域間連携     ・まちづくり 

・みどりの活用    ・ごみの発生抑制と資源の有効活用 

適応策 

・豪雨対策 

・暑熱対策、 

ヒートアイランド対策 

・健康関連施策 

脱炭素に役立つライフスタイル、ビジネススタイルへの転換 

脱炭素に役立つ社会経済、暮らしへの転換 

環境学習・環境教育 

幅広い分野をつなぐ総合的・計画的な対策 
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第３章 計画の目標 

 

３－１ 世田谷区のめざす将来像 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化に起因する強力な台風や集中豪雨の頻発、その被害は年々深刻化しています。し

かし、世界のＣＯ２排出量は、今なお増加が続いており、今後も、極端な高温や大雨が発生す

る可能性がより高くなるとされるなど、気候変動問題は、気候危機と呼ぶべき非常事態に直面

しています。 

将来を担う世代に、みどりに恵まれた良好な環境を引き継いでいくため、区民、事業者、区

をはじめあらゆる主体が一丸なって、地球温暖化の緩和と適応に取り組んでいくことが必要

です。 

そのために、これまで以上に省エネルギー・エネルギーの効率的な利用に取り組むとともに、

太陽光をはじめとする自然の力を活かして生み出される再生可能エネルギーの利用を拡大し、

ＣＯ２排出量実質ゼロの暮らしを実現していきます。 

同時に、自然が有する多様な機能を賢く活用し、持続的で魅力あるまちづくりを進める取組

みであるグリーンインフラを取り入れ、気候変動に対する強さとしなやかさをもったまちを

つくります。 

国や東京都の施策と連携を図りながら、区民、事業者、区の協働によりこれらの取組みを進

め、脱炭素社会を構築していきます。そして、持続可能な発展を実現し、良好な環境を次世代

に引き継いでいきます。 

 

～小さなエネルギーとまちのみどりで豊かに暮らす ～ 

持続可能な未来につなげるまち せたがや 
（案） 調整中 
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３－２ 総量削減目標 

  

 2018年に公表されたＩＰＣＣ「1.5℃特別報告書」では、「温暖化の影響は 1.5℃の上昇でも大

きいが２℃になると更に深刻になり、1.5℃未満の抑制が必要であること」、「気温上昇を止める

ためには、2030 年までにＣＯ２排出量を半減し、2050 年頃までに正味ゼロとする必要があるこ

と」が示されました。2021年 10月から 11月にかけて開催された COP26においては、1.5℃目標

に向かって世界が努力することが合意されました。 

 国内では、2021 年５月に改正された「地球温暖化対策の推進に関する法律」において、2050

年までの脱炭素社会の実現が基本理念として法に位置付けられました。また、2021年 10月に閣

議決定された国の新たな地球温暖化対策計画において、「2030 年度において、温室効果ガスを

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。」と

いう目標が示されました。 

 また、区は、国に先駆けて 2020年 10 月 16 日に行った「世田谷区気候非常事態宣言」におい

て、2050年までにＣＯ２排出量実質ゼロをめざすこと表明しました。 

 これらの経緯を踏まえ、本計画においては、長期目標として 2050 年までに温室効果ガス排出

量実質ゼロとし、その達成に向けた中間段階の目標として 2030 年度までの中期目標を設定しま

す。 

（１）長期目標 

 

 

 

 気候危機の危機的状況を脱し、次世代に良好な環境を引き継いでいくため、2050 年まで

に温室効果ガス排出量を実質ゼロにします。【達成すべき目標】 

 あわせて、区民・事業者・区が一体となって対策を積み上げ・深堀りしていくことにより

達成する、野心的な目標として、2045 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを達成するこ

とをめざします。【野心的な目標】 
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目標 
2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにします。 
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「実質ゼロ」とは 

 

温室効果ガスまたはＣＯ２排出の「実質ゼロ」は、「排出量から吸収量と除去量を差し引

いた合計をゼロにする」ことを意味します。 

エネルギー利用の効率化、再生可能エネルギー等の導入を徹底しても、排出を完全にゼ

ロに抑えることは現実的に困難です。このため、排出せざるを得なかった量から、森林な

どによる吸収量、ＣＯ２を回収・貯留する技術などによる除去量を差し引いて、合計を実質

的にゼロにすることをめざすものです。 

世田谷区では 2032年に区内のみどり率 33％の達成をめざす「世田谷みどり 33」を中心

に、みどりの保全・創出に取り組んでいます。こうした取組みによる吸収量の拡大は、

「実質ゼロ」達成に貢献するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどりによるＣＯ２吸収 

樹木は、光合成によって吸収した大気中のＣＯ２を体内にセルロースの形で固定すること

で成長します。 

区内には、国分寺崖線沿いの樹林地、社寺林、屋敷林、公園、街路樹など、様々な場所に

樹木が育つみどりの環境があります。これらのみどりによるＣＯ２吸収量は、年間約 14,000

ｔ-ＣＯ２
※１と試算されます。これは、約 4,880 世帯分※２（区内世帯数の約１％）の年間Ｃ

Ｏ２排出量に相当します。 

※１ 「地球温暖化対策計画における対策の削減量の根拠」

において、2030年度に整備面積 85 千 haの吸収量が

124万ｔ-ＣＯ２と設定されていることから、樹木被覆

地 1ha 当たりの吸収量を 14.59ｔ-ＣＯ２と想定し、区内

の樹木被覆地面積 963.19ha（2021年）を乗じて算出 

※２ ※１の算出結果を世帯当たり排出量 2.88ｔ-ＣＯ２（環境

省「令和２年度家庭部門のＣＯ２排出実態統計調査」よ

り）で割って算出  

排出 

吸収・除去 

排出 

吸収・除去 

排出量と 

吸収・除去量の

差し引きゼロ 

＝実質ゼロ 

現在 2050年 

排出 

エネルギー利用の効率化、 

再生可能エネルギー等の導入の徹

底による排出削減 

コラム 

みどりの吸収量 
年間 

約 14,000t-CO2 

約 4,880 世帯分 
の排出量に相当 
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（２）中期目標［2030 年度］ 

 脱炭素社会の実現に向けては、省エネルギー化とエネルギーの効率的利用によって使うエ

ネルギーを減らしていくと同時に、再生可能エネルギー等の利用を拡大し、エネルギーの脱炭

素化を進めていくことが必要です。 

 そのため、本計画においては、中期目標として、温室効果ガス排出量（７ガス全体）及び区

民や事業者の取組みの努力が反映されるＣＯ２排出量の削減目標を掲げるとともに、エネルギ

ー消費量、再生可能エネルギーの利用に関する目標を併せて設定します。 

 

①温室効果ガス排出量（７ガス全体） 

 

 

 

 

 

 

国や都が示す 2030年度の温室効果ガス排出量削減目標を踏まえたうえで、2030年度の世田

谷区における温室効果ガス排出量の将来予測に、電力排出係数の改善、現時点で想定し得る国

等による対策効果、ＣＯ２以外の温室効果ガスの削減を積み上げ、さらに、区が独自に追加し

実施する対策の効果を加えて、2013年度比 57.1％の削減をめざします。【達成すべき目標】 

さらに今後、時勢を捉え、新規施策の実施や既存施策の拡充を継続的に推し進めることで達

成する目標として、2013年度比 66％の削減を掲げます。【野心的な目標】 

 

 

図 温室効果ガス排出量（７ガス全体）の削減目標 
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想定され得る国等の対策効果 ▲749千ｔ-ＣＯ２
ＣＯ２の削減量（▲512千ｔ-ＣＯ２）

ＣＯ２以外の温室効果ガス削減量（▲237千ｔ-ＣＯ２）

区が独自で追加し実施する対策の効果▲234千ｔ-ＣＯ２

2013年度比

▲57.1％

2013年度比

▲66％

2030年度

さらなる挑戦

2030年度2013年度

達成すべき 

目標 

2030 年度において、2013 年度比で 57.1％削減を 
めざします。 

野心的な目標 
さらなる挑戦として、2013 年度比で 66％削減を 
掲げます。 
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区全体で 2013 年度比 57.1％の削減を実現するための部門別目標として、産業部門 48％削

減、家庭部門 69％削減、業務その他部門 56％削減、運輸部門 69％削減、廃棄物部門 3％削減

の達成をめざします。 

 

 

図 部門別の削減目標 

  

90 47

1,463

449

858

380

567

175

103

100

156

238

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2013年度 2030年度

（千ｔ-CO2）

その他（CH4等）

廃棄物部門

運輸部門

業務その他部門

家庭部門

産業部門

CO2

3,238

1,389

産業部門 ▲48％

業務その他部門 ▲56％

家庭部門 ▲69％

運輸部門 ▲69％
廃棄物部門 ▲ 3％
その他ガス 52％
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②ＣＯ２排出量 

 

 

 

ＣＯ２排出量は、世田谷区において温室効果ガス排出量の大半を占めることから、本計画の

削減目標として設定します。 

 

 

③エネルギー消費量 

 

 

 

  エネルギー消費量は、数値が変動する電力排出係数（p.29 参照）の影響を受けず、区民や

事業者の努力と成果を正しく評価することができるため、本計画の削減目標として設定しま

す。 

 

④再生可能エネルギーの導入に関する目標 

 

 

 
*「世田谷区環境に関する区民意識・実態調査」の有効回答者のうち、「再生可能エネルギーを利用している」と

回答した人の割合 

 

 

 

 

省エネと再エネの相乗効果 

 ＣＯ２排出量削減は、省エネルギー（省エネ）と再生可能エネルギー（再エネ）を組み合

わせることで、相乗効果が生まれます。 

 同じ削減量をめざすとき、エネルギーを使う側と創る側が協力すれば、少ないコストで大

きな効果を生み、目標を達成することができます。 

 

 

 

  

達成すべき 

目標 

達成すべき 

目標 

コラム 

エネルギー需要 

約 70％削減 

エネルギーの脱炭素化 

約 70％改善 

省エネ 再エネ 

対策後のエネルギー消費量* 

0.3 

対策後の排出係数* 

0.3 

 

対策後の排出量* 

約 0.1 

ＣＯ２排出量 

*対策前を１としたときの対策後の値 

90％削減 

2030 年度において、2013 年度比で 62.6％削減を 
めざします。 

2030 年度において、2013 年度比で 40.7％削減を 
めざします。 

達成すべき 

目標 

2030 年度において、再生可能エネルギーを利用して 
いる区民の割合*５０％をめざします。 
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３－３ 個別削減目標 

 

世田谷区の温室効果ガス排出量を着実に削減していくため、排出特性を踏まえた指標と目標

を設定します。 

具体的には、区全体のＣＯ２排出量に占める割合が最も高い家庭部門に着目し、家庭での１人

当たりＣＯ２排出量及び１人当たりのエネルギー消費量を指標とし、電気、ガスなどのエネルギ

ー消費の削減を促していきます。 

 

［家庭部門の個別目標］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

達成すべき 

目標 

2030 年度において、 

・家庭での１人当たりのＣＯ２排出量を 

2013 年度比で 71.0％削減 

・家庭での１人当たりのエネルギー消費量を 

2013 年度比で 45.1％削減 

をめざします。 
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家庭でのＣＯ２排出・エネルギー消費削減に向けた取組み 

 2020年度における世帯当たりの年間ＣＯ２排出量（電気、ガス、灯油の合計）は 2.88ｔ-

ＣＯ２です（環境省「令和２年度 家庭部門のＣＯ２排出実態統計調査」）。 

 ＳＴＥＰ１～ＳＴＥＰ３の対策を積み重ねることで、約 70％の排出量を削減できます。 

 

  

コラム 
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家庭でのエネルギー消費の削減に向けた取組み（例） 

■エネルギー消費の削減に向けた取組みの効果 

 
取組み 

省エネ効果 

（年間） 

家計の節約 

（年間） 

ＣＯ２削減量 

（年間） 

リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム 

冷房時の室温は 28℃を目安にする 電気 30.2kW 800円 14.8kg 

冷房の使用時間を１日１時間減らす 電気 18.8kW 500円 9.2kg 

暖房時（エアコン）の室温は 20℃を目安にする 電気 53.1kW 1,410円 26.0kg 

暖房（エアコン）の使用時間を１日１時間減らす 電気 40.7kW 1,080円 19.9kg 

フィルターをこまめに掃除する（月２回程度） 電気 32.0kW 850円 15.6kg 

電気カーペットは広さにあった大きさにする 電気 89.9kW 2,380円 44.0kg 

電気カーペットの設定温度は「強」から「中」にする 電気 186.0kW 4,930円 91.0kg 

こたつの設定温度を低めにする 電気 49.0kW 1,300円 24.0kg 

テレビ画面は明るすぎないように設定する 電気 27.1kW 720円 13.3kg 

白熱電球(54Ｗ)をＬＥＤ電球（8Ｗ）に交換する 電気 92.0kW 2,440円 45.0kg 

照明の使用時間を 

１日１時間減らす 

白熱電球 (消費電力 54Ｗ) 電気 19.7kW 520円 9.6kg 

蛍光灯  (消費電力(12Ｗ) 電気 4.4kW 120円 2.2kg 

ＬＥＤ電球((消費電力 8Ｗ) 電気 2.9kW 80円 1.4kg 

モップや雑巾を使って掃除機をかける時間を減らす 電気 16.4kW 430円 8.0kg 

パソコンを使う時間を

１日１時間減らす 

デスクトップ 電気 31.6kW 840円 15.5kg 

ノート 電気 5.5kW 150円 2.7kg 

パソコン（デスクトップ）の電源オプションの見直しをする 電気 12.6kW 330円 6.2kg 

キ
ッ
チ
ン 

冷蔵庫は壁から適切な間隔で設置する 電気 45.1kW 1,190円 22.1kg 

冷蔵庫は季節に合わせて設定温度を調節する 電気 6.17kW 1,630円 30.2kg 

冷蔵庫にはものを詰め込まない 電気 43.8kW 1,160円 21.4kg 

炊飯器の長時間保温はせず、使わないときはプラグを抜く 電気 45.8kW 1,210円 22.4kg 

電気ポットの長時間保温はしない 電気 107.5kW 2,850円 52.6kg 

バ
ス
・
ト
イ
レ
・
洗
面
所 

洗濯物はまとめて洗う 
電気 

水道 

5.9kW 

16.8㎥ 
4,190円 14.1kg 

衣類乾燥機はまとめて使い、回数を減らす 電気 42.0kW 1,110円 20.5kg 

こまめにシャワーを止める 
ガス 

水道 

12.8㎥ 

4.4㎥ 
2,440円 30.7kg 

お風呂は間隔をあけずに続けて入る ガス 38.2㎥ 4,130円 82.9kg 

使わないときは、電気便座のふたを閉める 電気 34.9kW 920円 17.1kg 

電気便座の設定温度を低くする 電気 26.4kW 700円 12.9kg 

歯磨き中、水を流しっぱなしにしない 水道 3.9㎥ 940円 2.6kg 

ド
ラ
イ
ブ 

ふんわりアクセル「eスタート」 燃料 83.57ℓ 11,950円 194.0kg 

加減速の少ない運転 燃料 29.29ℓ 4,190円 68.0kg 

早めのアクセルオフ 燃料 18.09ℓ 2,590円 42.0kg 

アイドリングストップ 燃料 17.33ℓ 2,480円 40.2kg 

（参考文献） 

◇リビングルーム／キッチン／バス・トイレ・洗面所 

東京都環境局地球環境エネルギー部地域エネルギー課「家庭の省エネ対策ハンドブック 2021年度版」 

◇ドライブ 

資源エネルギー庁「無理のない省エネ節約」

（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/howto/）  
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第４章 温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策 

 

 温室効果ガスの排出を実質ゼロにする脱炭素社会を実現し、将来の世代も安心して暮らせ

る、持続可能な社会をつくるためには、誰もが無関係ではなく、区民、事業者、行政、教育機

関、ＮＰＯ、来街者などのあらゆる主体が取り組む必要があります。 

第３章に示した区のめざす将来像の実現と、温室効果ガス排出量の削減目標の達成に向け

て、区民、事業者、区等のそれぞれが、主体的に地球温暖化の緩和と適応に向けた取組みを進

めます。区は、施策の推進を通じて区民、事業者等の行動を支え、気候危機に力を合わせて行

動していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 区民・事業者の対策と区の施策の考え方 

 

 

 次ページでは、本計画の対策・施策の体系とこれに伴うＣＯ２削減量、及び関連するＳＤ

Ｇｓの目標を示しています。 

 このうち、区の施策は以下６つの柱により構成します。 

 

 

 

  

 施策の柱Ⅰ 区民の取組み支援 

 施策の柱Ⅱ 事業者の取組み支援 

 施策の柱Ⅲ エネルギーの脱炭素化 

 施策の柱Ⅳ 脱炭素で持続可能なまちづくり 

 施策の柱Ⅴ 地球温暖化の適応策の推進 

 施策の柱Ⅵ 区役所の率先行動 

区民の対策 事業所の対策 

区の施策 

ライフ 

スタイル 

再生可能 

エネルギー みどり 

住まい・ 

建物づくり 

３Ｒ 

行動 

ビジネス 

スタイル 

グリーン

インフラ 省エネルギー

化 

地域間 

連携 

まち 

づくり 

移動 

暑熱 

対策 

環境 

学習 
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施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この計画では、地球温暖化緩和策と適応策によって取組みを構成しています。

適応策は、区民の取組みの方針Ⅰ－１③、事業者の取組みの方針Ⅱ－１③、

区の取組みの「Ⅴ地球温暖化適応策の推進」などにより構成しています。 
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４－１ 区民の取組み 

 

取組み方針Ⅰ－１ 脱炭素型ライフスタイルへの転換 

 「住宅都市せたがや」においては、区民一人ひとりのライフスタ

イルが脱炭素型に転換することが欠かせません。 

家庭からのＣＯ２排出量の削減に向け、一人ひとりが日常生活に

おける省エネルギー行動並びに脱炭素に役立つ様々な活動の実践、

気候変動への適応に努めます。また、脱炭素社会の実現に役立つ

様々な活動に参加することで、地球温暖化対策、脱炭素社会、持続

可能な社会への意識を高めます。 

 

取組み 取組みメニュー 

①省エネルギー

行動の実践 

○省エネルギーに関するリーフレット、ホームページなどを参考にして、

省エネルギー行動に取り組む。 

○スマートメーターなどエネルギー消費量の「見える化」、家電製品等の省

エネルギーモードを活用して、無駄なエネルギーを使わないようにする。 

○ウォームシェア、クールシェア、クールチョイス運動に参加し、省エネ

ルギーに努める。 

○自転車や公共交通の利用に努める。 

○車を運転するときは、エコドライブを心掛ける。 

○自家用車買い替え時には、走行時にＣＯ２等の排出ガスを出さないＺＥＶ

（電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車）を選

ぶ。 

○カーシェアリングを活用して、必要なときに必要な分だけ自動車を利用

する。 

○輸送距離の短い、近隣で採れた農産物、旬の食材を利用する。 

②脱炭素に役立

つ様々な活動

の実践 

○地球温暖化問題をはじめとする環境問題に関心を持ち、環境情報の収集

に努める。 

○プラスチックスマートの取組みに努める。 

○人・社会・地域・環境に配慮した商品やサービスを購入するエシカル消

費を心掛ける。 

○環境学習や環境保全活動等に参加する。 

○自然エネルギー活用による自治体間ネットワーク会議等により、再生可

能エネルギーを利用する自治体・団体・事業者等との連携支援を進める。 

○資金の運用、投資の際は、持続可能な社会の形成に役立つよう、ＥＳＧ

投資の考え方も参考に運用先などを選択する。 

○環境保全、みどりの保全・創出などに役立つ基金への寄付に努める。 

○マイバッグやマイボトル、過剰包装を断る、使い捨ての容器・ストロー

等のプラスチック製品の利用を減らすなど、ごみを発生させない消費行

動を実践する。 

ＣＯ２削減量 

（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

7.1 1.8 
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取組み 取組みメニュー 

○食べものを「買いすぎない」「作りすぎない」「食べきる」を心掛け、食

品ロスの削減に努める。 

○生ごみの水切り等による減量化を進める。 

○資源とごみの分別を徹底する。 

○地域で行われる古紙、缶、古着・古布等の資源回収に協力する。 

○公共施設や店舗でのペットボトル、発砲トレイ、紙パック、廃食用油、

小型家電等の資源回収に協力する。 

③気候変動への

適応 

○夏季に熱中症予防対策をとる（日陰の利用、日傘や帽子の使用、こまめ

な水分・塩分の補給、エアコンや扇風機を使った室温の調節など）。 

○蚊などの生物が媒介する感染症について情報収集に努める。 

○洪水・内水氾濫ハザードマップを活用して自宅周辺の地理や避難所の位

置を確認するなど、日ごろから水害に備える。 
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取組み方針Ⅰ－２ 住まいの省エネルギー化、再生可能エネルギー等の利用拡大 

 家庭からのＣＯ２排出量の削減に向け、住まいの省エネルギー化・

省エネルギー機器の導入によって、エネルギーを効率よく利用する

とともに、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの利用を進め、

エネルギーの脱炭素化に取り組みます。併せて、緑化や木材利用を

進め、脱炭素に役立ちながら快適で健康的な、住み心地の良い住ま

いづくりを進めます。 

 

取組み 取組みメニュー 

①住まいの省エ

ネルギー化・

省エネルギー

機器の導入 

○新築時・改築時には、省エネルギー住宅、環境配慮型住宅、ＺＥＨ（ネ

ット・ゼロ・エネルギーハウス）、ＬＣＣＭ住宅（ライフ・サイクル・カ

ーボン・マイナス住宅）を建築する。 

○窓の改修・遮熱化（高断熱サッシ複層ガラスの導入、遮熱フィルムの設

置等）、壁面などの断熱化等、建物の断熱化を行う。 

○自然の風や光を活かした通風・採光の確保等により、住宅の省エネルギ

ー性能を高める。 

○ＨＥＭＳ（住宅エネルギー管理システム）を導入して、エネルギーの「見

える化」を利用し、エネルギー利用の最適化を図る。 

○賃貸住宅を選ぶ際は、高断熱サッシや複層ガラスが設置されているなど

断熱性に優れた住宅の選択に努める。 

○省エネルギー診断を受ける。 

○省エネ型の照明や給湯器への交換、古いエアコンや冷蔵庫等の更新、家

庭用燃料電池・蓄電池の導入等、高効率で環境性能の高い機器等を導入

する。 

○家電製品の買い替え時には、省エネルギーラベルを確認して、地球温暖

化への影響の少ないものを選ぶ。 

②再生可能エネ

ルギーの導入 

○「せたがや版 RE100」に賛同し、再生可能エネルギーに対する理解・利

用拡大を進める。 

〇太陽光発電、太陽熱利用設備や、蓄電池（電気自動車も含む）を自宅に

設置する等、再生可能エネルギーを生活に取り入れる。 

〇電力販売業者を選ぶ際には、再生可能エネルギー由来の電力メニューを

選択するように努める。 

③みどり豊かな

住まいづくり

等 

○新築時・改築時には、敷地内のみどりを保全・創出する。 

○敷地内や建物の屋上、壁面の緑化、生垣設置など、住宅の緑化を行う。 

○みどりのカーテンの設置、打ち水等の生活の工夫により、エネルギーの

消費を抑制する。 

○住宅の構造材、内装や家具などへの国産木材の活用に努める。 

○雨水タンクや雨水貯留浸透施設を設置する。 

  

ＣＯ２削減量 

（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

283.3 140.1 
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４－２ 事業者の取組み 

 

取組み方針Ⅱ－１ 脱炭素型ビジネススタイルへの転換 

 事業者からのＣＯ２排出量の削減に向け、事業活動と地球温暖化

問題との関わりを認識し、日常の事業活動において省エネルギー行

動の実践や気候変動への適応に努めます。 

 また、ＳＤＧｓやＥＳＧ（環境・社会・法令遵守）の取組みを通

じて、脱炭素の推進や環境負荷軽減につながる取組みをビジネスに

活かすことを実践するとともに、従業員の教育・普及啓発、地域の

環境保全活動への参加・協力に取り組みます。 

 

取組み 取組みメニュー 

①省エネルギー

行動の実践 

○国が実施する「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」に対する取組みに賛同し、環境

負荷の少ないビジネススタイルへの転換を進める。 

○区や都、クールネット東京等のホームページに掲載された事業所の省エ

ネルギーに関する情報等を参考にして、省エネルギー行動に取り組む。 

○スマートメーターなどエネルギー消費量の「見える化」、ＯＡ機器等の省

エネルギーモードを活用して、無駄なエネルギーを使わないようにする。 

○クールビズ、ウォームビズを推進する。 

○業務における公共交通、自転車、カーシェアリングの利用を推進する。 

○エコドライブを実践する。 

○事業活動には、ＺＥＶ（電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイ

ブリッド自動車）を利用する。 

○環境マネジメントシステムなどの取組みを推進する。 

②脱炭素に役立

つ様々な活動

の実践 

○職場における環境教育を実践する。 

○地域社会の一員として、地域で行われる環境学習や環境に関わる地域活

動（美化・緑化・リサイクル活動等）に参加する。 

○従業員に対する社内研修会などを通じ、再生可能エネルギーへの理解を

深める。 

○職場において働き方改革を推進する。 

○東京商工会議所世田谷支部、世田谷区商店街連合会等の連携によるごみ

の夜間収集に参加する。 

○脱炭素に役立つサービスの提供、共同配送による輸送の効率化など、消

費者・取引先との理解・協力の上で脱炭素型のビジネスを展開する。 

○ＣＯ２排出量を削減したうえで、カーボンオフセットを活用する。 

○企業の環境報告書やＥＳＧ報告書、ホームページ等を通じて、製品やサ

ービス、事業活動に関わる環境情報を提供する。 

○「グリーン購入法」に適合した商品、エシカル消費に配慮した商品・サ

ービスの購入・販売・提供に努めることで、脱炭素に役立つ消費行動を

促進する。 

○ＥＳＧに配慮した経営に取り組む。 

ＣＯ２削減量 

（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

0.4 

事業者の取組
み方針Ⅱ-２
（p.55）、 
区の施策Ⅳ-2
（p.68）に
含む 
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取組み 取組みメニュー 

○コロナ禍からの経済回復に向けて行われる投資、支援を、環境に配慮し

た経営につながる取組みに活用するグリーンリカバリーを実践する。 

○商品の設計・製造・流通・販売の各段階において、簡易包装、レジ袋削

減、量り売り、使い捨て容器・食器の削減等、ごみの発生抑制に努める。 

○プラスチックごみの削減に向け、プラスチック使用量の少ない製品設計、

代替素材の使用に努める。 

○資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を

目指すサーキュラーエコノミー（循環経済）の視点を取り入れた事業活

動に努める。 

○賞味期限の延長・年月表示化、過剰生産の抑制（製造業）、売り切り、配

送時の汚・破損削減、小容量販売、ばら売り（卸・小売業）、調理ロスの

削減、食べ切り運動の呼びかけ、提供サイズの調整（外食産業）などに

取り組み、食品ロス削減に努める。 

○区の事業系リサイクルシステムを利用する。 

○店舗での自主的な資源回収に取り組む。 

③気候変動への

適応 

○職場の熱中症予防対策に努める。 

○気温上昇等による消費者の嗜好の変化や原材料価格の変化などを想定し

た商品開発や販売戦略に取り組む。 

○洪水・内水氾濫ハザードマップによるリスクの確認、洪水等の災害発生

を想定した業務継続計画の策定など、台風・大雨による風水害に備える。 
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取組み方針Ⅱ－２ エネルギーの効率的利用・再生可能エネルギー等の利用拡大 

 事業所（オフィス、店舗等）からのＣＯ２排出の削減に向けて、

ＺＥＢの実現、断熱性能の向上等による建築物の省エネルギー化、

設備機器の高効率化、エネルギー管理の最適化の推進に努めます。 

 また、太陽光発電設備の設置や再生可能エネルギーでつくられた

電力の調達等により、事業運営で消費する電力に再生可能エネルギ

ーを活用します。 

 

取組み 取組みメニュー 

①建物の省エネ

ルギー化・省

エネルギー機

器の導入 

○建物の建築時・改築時には、建物のＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・

ビル）の実現に努める。 

○窓の改修・遮熱化（高断熱サッシ複層ガラスの導入、遮熱フィルムの設

置等）、壁面などの断熱化等、建物の断熱化を行う。 

○自然の風や光を活かした通風・採光の確保等により、事業所の建物の省

エネルギー性能を高める。 

○ＢＥＭＳ（ビルエネルギー管理システム）を導入して、運転管理の最適

化を図る。 

○ＢＥＬＳ（建築物省エネルギー性能表示制度）、ＣＡＳＢＥＥ（建築物環

境性能評価システム）等により環境性能の評価を受ける。 

○省エネルギー診断やエコ・チューニングを受けて、施設改修やエネルギ

ー管理の改善に努める。 

○省エネ型照明や空調設備、高効率給湯器やボイラー等への交換など、高

効率で環境性能の高い機器等の導入に努める。 

○業務用・産業用燃料電池を導入する。 

②再生可能エネ

ルギーの導入 

○「せたがや版 RE100」に賛同し、再生可能エネルギーに対する理解、利

用拡大に努める。 

○太陽光発電、太陽熱利用設備や、蓄電池（電気自動車も含む）を事業所

に設置する等、再生可能エネルギーを事業活動に取り入れる。 

○電力販売業者を選ぶ際は、再生可能エネルギー由来の電力メニューを選

択するように努める。 

○自社の事業の中で、省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用拡大な

ど脱炭素に役立つ製品やサービスの開発、普及に努める。 

③事業所の緑化

等 

○敷地内や建物の屋上、壁面の緑化等を行う。 

○建物の建築時・増改築時には、敷地内のみどりを保全・創出する。 

○みどりのカーテンの設置、打ち水等の工夫により、エネルギーの消費を

抑制する。 

○建物の構造材、内装や什器などへの国産木材の活用に努める。 

  

ＣＯ２削減量 

（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

109.1 41.0 
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４－３ 区の取組み（施策） 

 

施策の柱Ⅰ 区民の取組み支援 

 

施策Ⅰ－１ 脱炭素型ライフスタイルへの転換促進 

 家庭部門等からのＣＯ２排出量を削減するため、脱炭素型ライフ

スタイルへの転換につながる情報発信、普及啓発を進めます。また、

省エネルギー行動の効果の「見える化」によって行動を促進します。 

 

 
 
 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①脱炭素に役立つ

ライフスタイル

に関する情報発

信 

国等の補助金など各種支援制度や効果的な取

組み事例の紹介（セミナーの実施等） 
環境・エネルギー施策推進課 

ホームページや SNS、広報紙等による啓発情報

の充実☆ 
環境・エネルギー施策推進課 

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ運動の推進（省エネ製

品への買換え、シェアリングサービスの利用、

エコドライブ等）☆ 

環境・エネルギー施策推進課 

②見える化等を活

用した省エネル

ギー行動の支援 

省エネ行動による環境面、経済面の効果の PR 環境・エネルギー施策推進課 

省エネポイントアクションの活用等、家庭での

ＣＯ２排出削減の取組み支援の拡充 
環境・エネルギー施策推進課 

省エネポイントアクションの取組みを活用し

た、エネルギー消費量の継続的なモニタリング 
環境・エネルギー施策推進課 

家庭向け省エネ診断の情報提供 環境・エネルギー施策推進課 

ＨＥＭＳ（住宅エネルギー管理システム）の普

及啓発 
環境・エネルギー施策推進課 

③ごみ発生抑制へ

の支援 

「世田谷プラスチック・スマートプロジェク

ト」を通じたプラスチックごみの発生抑制等に

関する普及啓発 

環境保全課 

清掃・リサイクル部事業課 

ごみの発生抑制に関する普及啓発と取組み支

援（資源回収の促進、区民主体の資源回収の支

援、生ごみの減量促進） 

清掃・リサイクル部事業課 

食品ロスの削減☆ 清掃・リサイクル部事業課 

プラスチック使用製品の分別回収の検討 清掃・リサイクル部事業課 

④地域団体等の活

動支援・協働 

地域の美化・緑化・リサイクル活動等の支援 

各総合支所地域振興課 

みどり政策課 

環境保全課 

ＮＰＯ団体等が取り組む環境活動の促進 
環境・エネルギー施策推進課

市民活動推進課 

注：☆はｐ49 の「ＣＯ２削減量」の「区の独自の対策」に該当する取組みの内容の代表的な項目  

※担当課名は 2022年 4月 1日現在時点 

ＣＯ２削減量 

（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

区民の取組み方針Ⅰ-１ 
（p.50）、 
区の施策Ⅳ-2（p.68）に含む 
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施策Ⅰ－２ 住まいの省エネルギー化、再生可能エネルギー等の利用促進 

住宅の断熱性能の向上、家電や給湯等の設備機器の高効率化、再

生可能エネルギー等の導入を促進するとともに、緑化や雨水を利用

した打ち水等自然を活かした工夫を取り入れることで、小さなエネ

ルギーで快適に暮らせる住まいづくりを促進します。 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①住まいの省エネ

ルギー化・省エネ

ルギー機器の導

入促進 

マンション環境性能表示の促進等、賃貸住宅の

環境性能の向上 
環境・エネルギー施策推進課 

国や都などの住宅の省エネルギーの支援策に

関する情報提供 
環境・エネルギー施策推進課 

マンション管理組合などを対象とする省エネ

セミナー等の開催 

環境・エネルギー施策推進課 

居住支援課 

環境に配慮した住宅リノベーションの推進☆ 環境・エネルギー施策推進課 

ＨＥＭＳ（住宅エネルギー管理システム）の普

及啓発〔再掲〕 
環境・エネルギー施策推進課 

新築戸建住宅のＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス）化に向けた省エネルギー・再生

可能エネルギー導入の啓発 

環境・エネルギー施策推進課 

区営住宅等の省エネルギー化改修・建替 住宅管理課 

家庭における省エネルギー機器の普及促進☆ 環境・エネルギー施策推進課 

家庭用燃料電池の普及促進☆ 環境・エネルギー施策推進課 

②再生可能エネル

ギーの導入促進 

住宅用再生可能エネルギー利用設備、蓄電池の

情報提供、国や東京都の補助制度等の情報提供 
環境・エネルギー施策推進課 

環境配慮型住宅リノベーション推進事業によ

る再生可能エネルギー機器等の設置促進☆ 
環境・エネルギー施策推進課 

せたがや版ＲＥ100 の普及促進☆ 環境・エネルギー施策推進課 

再生可能エネルギー由来電力の普及促進☆ 環境・エネルギー施策推進課 

新築戸建住宅のＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス）化に向けた省エネルギー・再生

可能エネルギー導入の啓発〔再掲〕 

環境・エネルギー施策推進課 

卒 FIT 電力の有効活用につながる蓄電池導入・

ＥＶリフォーム（Ｖ２Ｈ機器の導入）支援 
環境・エネルギー施策推進課 

③みどり豊かな住

まいづくり等の

促進 

緑のカーテンの普及促進 みどり政策課 

緑化助成による屋上・壁面緑化等の支援☆ みどり政策課 

雨水貯留浸透施設・雨水タンクの設置の促進 豪雨対策・下水道整備課 

国産木材の利用促進に関する普及啓発 環境・エネルギー施策推進課 

④脱炭素に役立つ

住宅に関する普

及啓発 

住まい・まち学習セミナー、深沢環境共生住宅

等環境共生モデル住宅を通じた情報提供 

環境・エネルギー施策推進課 

居住支援課 

住宅管理課 

新築戸建住宅のＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス）化に向けた省エネルギー・再生

可能エネルギー導入の啓発〔再掲〕 

環境・エネルギー施策推進課 

国や東京都等による環境に配慮した住宅、ＺＥ

Ｈの促進に向けた各種支援制度に関する情報

提供 

環境・エネルギー施策推進課 

注：☆はｐ49 の「ＣＯ２削減量」の「区の独自の対策」に該当する取組みの内容の代表的な項目 

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

区民の取組み方針Ⅰ-２
（p.52）に含む 
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太陽光発電と電気自動車 

太陽光発電設備は、ＣＯ２削減に大きく貢献することに加え、停電時でも電気を使うこと

ができるという利点があります。 

最近では、太陽光発電と電気自動車を組み合わせ、電気自動車を蓄電池として機能させる

ことで、太陽光でつくった電気を家庭で有効利用する「Ｖ２Ｈ」（Vehicle to Home；車から

家へ）というシステムが注目されています。 

Ｖ２Ｈでは、昼間に太陽光で発電した余剰電力を電気自動車に貯め、夜間に家庭用電源と

して利用することで光熱費の削減ができます。また、充電された電気自動車は災害時などに

非常用電源として利用することも可能で、３～４日程度、普段に近いかたちの使い方ができ

ると言われています。 

 
図 Ｖ２Ｈの仕組み 

 

 

省エネＤＩＹ 

家庭部門のエネルギー消費量や温室効果ガス排出量を更に削減していくためには、断熱

性の向上を中心とした住宅の省エネルギー化が欠かせません。その方法の一つが「省エネＤ

ＩＹ」です。窓に貼る断熱シートや断熱テープ、床に敷くコルクマットなど、ホームセンタ

ーで購入できる資材を使って簡単で手軽にでき、賃貸住宅でも取り入れることができます。 

省エネＤＩＹには、省エネ

による光熱費の節約に加え、

窓の結露防止や冬場のヒー

トショックの防止などの効

果もあり、快適な住まいづく

りにつながります。 

 

 

 

図 省エネＤＩＹの例 

コラム 

貯めた電気を使う 

夜間 発電 

貯める 

昼間 

コラム 
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施策Ⅰ－３ 環境教育・環境学習 

次世代を担う子ども、若者が、環境教育・環境学習を通じて、気

候危機、地球温暖化の問題を学ぶ場や機会を充実させていきます。 

また、環境をはじめ地域や社会に配慮した消費行動を促していき

ます。 

 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①気候危機を担う

次世代の人材育

成 

若者が主体となった啓発事業の推進（若者環境

フォーラムの開催、環境出前授業の実施） 

環境・エネルギー施策推進課 

教育研究・研修課 

地域の多様な人材による環境教育・環境学習の

取組み支援（環境イベント、学校エコライフ活

動等） 

教育指導課 

環境・エネルギー施策推進課 

家庭教育における環境、気候危機に関する意識

啓発の促進 
生涯学習・地域学校連携課 

健康村里山自然学校における自然体験 
区民健康村・ふるさと・交流

推進課 

②学校等における

環境教育・環境学

習 

区民、事業者、区内大学等の連携による環境学

習情報の収集及び提供 

教育指導課 

環境・エネルギー施策推進課 

学校エコライフ活動の推進 教育指導課 

みどりの出前講座の実施 みどり政策課 

みどりに関する普及啓発（「そだてようみどり

の世田谷」の配布） 
みどり政策課 

国分寺崖線に関する小学生の学習の推進 教育指導課 

ごみ減量やリサイクル促進に関する環境学習

の実施 
清掃・リサイクル部事業課 

③環境意識の醸成 

エシカル消費に関する普及啓発 消費生活課 

消費者カレッジ（出前講座）の実施 消費生活課 

清掃・リサイクル関連施設等を活用した普及啓

発 
清掃・リサイクル部事業課 

  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 
区民の取組み
方針Ⅰ-１
（p.50）に
含む 

― 
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進捗管理指標 
 

指標 現状（2021 年度） 2030 年度の目標 

省エネポイントアクションの結果

報告者数 
570 世帯・事業所 1,394 世帯・事業所 

省エネポイントアクションで省エ

ネに成功した区民の人数 
443 世帯・事業所 1,029 世帯・事業所 

区民１人１日あたりのごみ排出量 536g/人・日 482g/人・日 

（2024 年度） 

家庭系食品ロス排出量（５年平均） 
10,100t 

（2019 年度） 
7,700t 

太陽光発電設備の導入件数 
8,434 件 

（2021 年度末時点） 
19,000 件 

環境配慮型住宅リノベーション補

助交付件数（累計） 
累計 1,688 件 累計 6,188 件 

緑化助成の件数（累計） 累計 1,651 件 
累計 2,281 件 

（70 件／年を目標） 
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施策の柱Ⅱ 事業者の取組み支援 

 

施策Ⅱ－１ 脱炭素型ビジネススタイルへの転換促進 

 業務その他部門からのＣＯ２排出量を削減するため、事業者に向

け、省エネルギーの取組みや支援制度等に関する情報提供や普及啓

発を進め、脱炭素型のビジネススタイルへの転換に向けた事業者の

主体的な取組みを促進します。 

 
 
 
 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①脱炭素に役立つ

事業活動や働き

方の促進 

国や東京都などの支援制度や効果的な取組み

事例の紹介 
環境・エネルギー施策推進課 

ホームページやＳＮＳ、広報紙による啓発情報

の充実☆ 
環境・エネルギー施策推進課 

省エネポイントアクション等、ＣＯ２排出量等

の「見える化」に関する従業員への普及啓発支

援 

環境・エネルギー施策推進課 

脱炭素化に役立つサービス提供など、消費者・

取引先の理解・協力の上で脱炭素型のビジネス

を推進 

環境・エネルギー施策推進課 

②見える化等を活

用した継続的な

省エネルギー行

動の支援 

アフターコロナやＳＤＧｓなど時勢を捉えた

セミナーの開催 
工業・ものづくり雇用促進課 

事業所における省エネルギーの取組み支援（省

エネポイントアクション等） 
環境・エネルギー施策推進課 

環境認証等活用支援 産業連携交流推進課 

③ごみ発生抑制へ

の支援 

「世田谷プラスチック・スマートプロジェク

ト」を通じたプラスチックごみの発生抑制等に

関する普及啓発 

環境保全課 

清掃・リサイクル部事業課 

ごみの発生抑制、再利用の２R に関する普及啓

発 
清掃・リサイクル部事業課 

食品ロスの削減 清掃・リサイクル部事業課 

事業系リサイクルシステムの利用促進 清掃・リサイクル部事業課 

せたがやエコフレンドリーショップ（食品ロス

やプラスチックごみの削減に取組む小売店や

飲食店で認証された店舗）の利用促進 

清掃・リサイクル部事業課 

注：☆はｐ49 の「ＣＯ２削減量」の「区の独自の対策」に該当する取組みの内容の代表的な項目  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 
事業者の取組
み方針Ⅱ-１ 
（p.53）、 
区の施策Ⅳ-
２（p.68）
に含む 

区の施策Ⅳ-
２（p.68）に
含む 
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施策Ⅱ－２ エネルギーの効率的利用・再生可能エネルギー等の利用促進 

 省エネルギー化と再生可能エネルギー等の利用を組み合わせ、Ｃ

Ｏ２排出量を削減していくため、事業所の建物や設備機器の省エネ

ルギー化を促進するとともに、再生可能エネルギーの導入を促進し

ます。 
 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①建物の省エネル

ギー化・省エネル

ギー機器の導入

促進 

既存建築物の省エネ改修 環境・エネルギー施策推進課 

事業所のＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・

ビル）の実現に向けた促進策の検討 
環境・エネルギー施策推進課 

区の環境配慮制度を活用した大規模建築物の

省エネルギー化の誘導 
環境・エネルギー施策推進課 

低炭素認定建築物等の情報提供 環境・エネルギー施策推進課 

ＣＡＳＢＥＥ（建築物環境総合性能評価システ

ム）等の情報提供 
環境・エネルギー施策推進課 

ＢＥＭＳ（ビルエネルギー管理システム）の普

及促進） 
環境・エネルギー施策推進課 

省エネ診断、エコ・チューニングの普及推進（業

務用ビル、大規模商業施設、医療・福祉施設等） 

環境・エネルギー施策推進課

高齢福祉課 

障害者地域生活課 

省エネルギー設備・機器の導入支援（商店街に

おける街路灯ＬＥＤ化等） 

商業課 

環境・エネルギー施策推進課 

②再生可能エネル

ギーの導入促進 

せたがや版ＲＥ100 の普及促進〔再掲〕☆ 環境・エネルギー施策推進課 

区の環境配慮制度を活用した再生可能エネル

ギー導入の誘導 
環境・エネルギー施策推進課 

事業所のＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・

ビル）の実現に向けた促進策の検討〔再掲〕 
環境・エネルギー施策推進課 

事業者向けの再生可能エネルギー設備や蓄電

池等の普及啓発 
環境・エネルギー施策推進課 

再エネリバースオークションの支援 環境・エネルギー施策推進課 

金融機関と連携した低利の融資あっせん 

（太陽光発電等の設置や EV の購入） 

商業課 

環境・エネルギー施策推進課 

③事業所緑化等の

促進 

緑化助成による屋上・壁面緑化等の支援 みどり政策課 

区の環境配慮制度を活用した緑化の誘導 環境・エネルギー施策推進課 

民間施設における木材利用促進 環境・エネルギー施策推進課 

注：☆はｐ49 の「ＣＯ２削減量」の「区の独自の対策」に該当する取組みの内容の代表的な項目 

 

進捗管理指標 
 

指標 現状（2021 年度） 2030 年度の目標 

省エネ診断実施事業所数（累計） 累計 158 事業所 累計 293 事業所 

  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

事業者の取組み方針Ⅱ-２
（p.55）に含む 
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施策の柱Ⅲ エネルギーの脱炭素化 

 

施策Ⅲ－１ エネルギーの地産地消 

 脱炭素社会の実現に向け、自然の力である太陽光、地中熱などの

再生可能エネルギーを活用することが重要です。また、災害対策等

の観点から、区内において再生可能エネルギーを活用した小規模分

散型のエネルギー源を確保することも有効です。 

 そのために、再生可能エネルギー活用に向けた普及啓発を進める

とともに、区有施設の活用や再生可能エネルギー等の導入を進めま

す。また、次世代を担うエネルギーとして期待されている水素エネ

ルギーの普及啓発に取り組みます。 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①再生可能エネル

ギー活用に向け

た普及啓発 

区民、事業者への再生可能エネルギー活用に向

けた普及啓発、環境学習・環境教育 

環境・エネルギー施策推進課

教育指導課 

再生可能エネルギー電力の購入の普及啓発☆ 環境・エネルギー施策推進課 

都等と連携した再生可能エネルギーにより発

電された電力の購入キャンペーンの展開（「み

んなでいっしょに自然の電気」等） 

環境・エネルギー施策推進課 

新築戸建住宅のＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス）化に向けた省エネルギー・再生

可能エネルギー導入の啓発〔再掲〕 

環境・エネルギー施策推進課 

②再生可能エネル

ギーの地産地消

の拡大 

世田谷区みうら太陽光発電所の運営と活用 環境・エネルギー施策推進課 

公共施設の「屋根貸し」による太陽光発電事業

の実施 

環境・エネルギー施策推進課 

各施設所管課 

公共施設における太陽光発電設備等の設置事

業（PPA モデル） 

環境・エネルギー施策推進課 

教育環境課 

災害対策課 

公共施設マネジメント課 

③開発事業等に伴

う再生可能エネ

ルギーの導入促

進 

区の環境配慮制度を活用した再生可能エネル

ギー導入の誘導〔再掲〕 
環境・エネルギー施策推進課 

区の環境配慮制度を活用した大規模建築物の

評価制度の実施、評価結果の区民への積極的な

周知 

環境・エネルギー施策推進課 

事業所のＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギ

ー・ビル）の実現に向けた促進策の検討〔再

掲〕 

環境・エネルギー施策推進課 

商業施設・住宅等における PPA モデル（太陽

光発電の第三者所有モデル）の促進 
環境・エネルギー施策推進課 

④水素エネルギー

の普及啓発 

区内における水素供給体制の整備促進 

（移動式水素ステーションの運営等） 
環境・エネルギー施策推進課 

燃料電池自動車等を活用した啓発 環境・エネルギー施策推進課 

他自治体と連携した情報提供 環境・エネルギー施策推進課 

注：☆はｐ49 の「ＣＯ２削減量」の「区の独自の対策」に該当する取組みの内容の代表的な項目  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

区民の取組み方針Ⅰ-２
（p.52）、 
事業者の取組み方針Ⅱ-２
（p.55）に含む 
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施策Ⅲ－２ 様々な主体の連携による再生可能エネルギーの利用拡大 

 住宅都市である世田谷区では、区内での再生可能エネルギーの創

出には限りがあります。このため、再生可能エネルギーの資源を豊

富に備えている自治体との連携と交流を進め、区内での自然エネル

ギーの活用と資源を有する地域の活性化につなげていきます。また、

せたがや版ＲＥ１００の普及により、再生可能エネルギーの利用拡

大に取り組む機運を高めていきます。 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①自治体間連携の

推進 

自治体間ネットワーク会議の開催による新た

な自治体連携に向けた検討及び区の取組みの

情報発信 

環境・エネルギー施策推進課 

交流自治体との連携による自然エネルギーの

利用拡大 
環境・エネルギー施策推進課 

②再生可能エネル

ギーの導入促進 

せたがや版ＲＥ100 の普及促進〔再掲〕☆ 環境・エネルギー施策推進課 

せたがや版ＲＥ100 に賛同した区民・事業者の

取組み事例の紹介☆ 
環境・エネルギー施策推進課 

注：☆はｐ49 の「ＣＯ２削減量」の「区の独自の対策」に該当する取組みの内容の代表的な項目 

 

進捗管理指標 
 

指標 現状（2021 年度） 2030 年度の目標 

太陽光発電設備の導入件数〔再掲〕 
8,434 件 

（2021 年度末時点） 
19,000 件 

他自治体との連携による再生可能

エネルギーの利用促進（累計） 
累計 5 自治体 累計 12 自治体 

他自治体との連携による再生可能

エネルギーの買取総量 
約 300 万 kWh 約 1,000 万 kWh 

せたがや版ＲＥ１００への賛同登

録数（累計） 
累計 224 累計 700 

 

 

交流自治体との自然エネルギーによる連携 

世田谷区では、これまで、群馬県川場村や長野県、青森県弘前市、新潟県十日町市、新潟

県津南町と連携し、電力供給の仕組みづくりを進めています。交流自治体で発電された電力

は、小売電気事業者を通じて、区内のご家庭や事業所、公共施設に売電されています。 

 

 

    

 

  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

区民の取組み方針Ⅰ-２
（p.52）、 
事業 者の取組み方 針Ⅱ -２
（p.55）に含む 

 

コラム 

小
売
電
気
事
業
者 

売電 電力 

供給 
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施策の柱Ⅳ 脱炭素で持続可能なまちづくり 

 

施策Ⅳ－１ エネルギーを賢く使うまちづくり 

 家庭や業務その他部門からのＣＯ２排出量の一層の削減に向け、

エネルギーを賢く使うまちづくりの実現に向けた検討を進めます。 

 

 

 

 
 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①エネルギーを賢

く使うまちづく

り 

脱炭素先行地域の設定に向けた検討 
環境計画課 

環境・エネルギー施策推進課 

再開発など街づくりの取組みを契機とした地

域冷暖房、建物間融通等の導入促進 
都市計画課 

区の環境配慮制度を活用した再生可能エネル

ギー導入の誘導〔再掲〕 
環境・エネルギー施策推進課 

区の環境配慮制度を活用した大規模建築物の

評価制度の実施、評価結果の区民への積極的な

周知〔再掲〕 

環境・エネルギー施策推進課 

 

  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 
区民の取組み
方針Ⅰ-２
（p.52）、事
業者の取組み
方針Ⅱ-２
（p.55）に
含む 

― 
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脱炭素先行地域 

脱炭素先行地域は、国と地方が協働・共創して 2050 年までのカーボンニュートラルを実

現するために開催された「国・地方脱炭素実現会議」で決定した「地域脱炭素ロードマップ」

の取組みの一つです。 

「地域脱炭素ロードマップ」によると、脱炭素先行地域とは、2050 年カーボンニュート

ラルに向けて、民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消費に伴うＣＯ２排出の実

質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減について

も、国全体の 2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域です。 

地域で利用するエネルギーの大半が、輸入される化石資源に依存している中、地域の企業

や地方自治体が中心になって、地域の雇用や資本を活用しつつ、地域資源である豊富な再エ

ネポテンシャルを有効利用することで、地域の経済収支の改善につながることが期待され

ています。 

 

 

脱炭素先行地域のイメージ（住宅街・団地（戸建て中心）の地域） 

出典：「地域脱炭素【ロードマップ概要】」（国・地方脱炭素実現会議） 

  

コラム 



67 

 

 

エコディストリクト 

エコディストリクト（「EcoDistricts」。直訳すると「エコな地区」）は、「環境」というグ

ローバルな課題に、「地区スケールの都市再生」というローカルな取組みを通じて応えてい

こうとする取組みで、アメリカのポートランド市から始まりました。 

例えば、エネルギーの面的利用やカーシェアリングといった取組みは、住宅１軒ごとでは

取り組むことが難しく、自治体全体で取り組むには合意形成や仕組みづくりに時間がかか

ります。そこで、そうした取組みを、住民参加による地区スケールのまちづくりを通じて実

現していくことで、持続可能な都市づくりにつなげていこうとするものです。 

 

参考文献：「米国の EcoDistricts の取組みと日本のエリアマネジメント・地域熱供給」（一般社団法人 日本熱供

給事業協会「熱供給」vol.108） 

 

  

コラム 
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施策Ⅳ－２ 脱炭素に役立つ移動しやすい都市づくり 

 人々の移動に伴って発生するＣＯ２排出量を削減していくため、

公共交通や自転車、徒歩で移動しやすい都市づくりを進めます。ま

た、道路交通の円滑化や、走行時にＣＯ２をほぼ排出しないＺＥＶ

（電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車）

の普及促進、利用環境の整備等を進め、自動車の利用に伴うＣＯ２

排出量を削減していきます。 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①公共交通の利用

環境の整備 
コミュニティバスの導入促進 交通政策課 

②ウォーカブルな

まちづくり・自転

車利用の促進 

ウォーカブルな取組みの推進 都市計画課 

自転車シェアリングの普及促進☆ 交通安全自転車課 

自転車走行環境の整備☆ 交通安全自転車課 

③環境に負荷をか

けない自動車利

用の促進とＺＥ

Ｖのインフラ整

備 

開かずの踏み切り解消、道路と鉄道の連続立体

交差化の促進 
交通政策課 

交通渋滞の緩和、交通流の円滑化 道路計画課 

カーシェアリングの啓発 環境・エネルギー施策推進課 

ＺＥＶ（電気自動車、燃料電池自動車、プラグ

インハイブリッド自動車）の普及、利用の促進

☆ 

環境・エネルギー施策推進課 

電気自動車充電設備設置の促進☆ 環境・エネルギー施策推進課 

④脱炭素に役立つ

交通に関する区

民への普及啓発 

公共交通、自転車利用に関する啓発活動☆ 

交通政策課 

交通安全自転車課 

環境・エネルギー施策推進課 

脱炭素に役立つ交通の啓発活動 

交通政策課 

交通安全自転車課 

環境・エネルギー施策推進課 

注：☆はｐ49 の「ＣＯ２削減量」の「区の独自の対策」に該当する取組みの内容の代表的な項目 

  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 

112.0 50.8 
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施策Ⅳ－３ ＣＯ２の吸収策としてのみどりの保全・創出 

 脱炭素社会構築への視点からは、みどりの保全・創出は、ＣＯ２の吸収量の拡大につながりま

す。また、みどりにはその他にも、雨水の貯留・浸透、ヒートアイランド現象の緩和など、多面

的な機能を持っているため、地球温暖化適応策にも役立ちます。 

 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①街づくりを通じ

たみどりの保全・

創出と公園・緑地

の整備 

緑化助成制度を活用した緑地の保全・創出 みどり政策課 

各種制度を活用した樹木・樹林地の保全 みどり政策課 

みどりの計画書・緑化地域制度による新築・増

改築時のみどりの保全・創出 
みどり政策課 

地区計画、緑地協定による緑化の推進 

街づくり課 

都市計画課 

みどり政策課 

公園・緑地の整備、維持管理 
みどり政策課 

公園緑地課 

再生水辺空間の維持管理 

公園緑地課 

工事第一課 

工事第二課 

道路の緑化・維持管理 

土木計画調整課 

工事第一課 

工事第二課 

公園緑地課 

②農地の保全・活用 

区民農園の整備 都市農業課 

体験農園、ふれあい農園の整備 都市農業課 

農業者への支援（世田谷区認定・認証農業者補

助制度） 
都市農業課 

世田谷産農産物「せたがやそだち」の販路拡大、

周知 
都市農業課 

 

 

進捗管理指標 
 

指標 現状（2021 年度） 2030 年度の目標 

次世代自動車の普及率 17％（2020 年度末時点） 66.3％ 

みどり率 25.18％ 29.00％ 

農地面積（注 1） 79.06ha 

（2021 年 8 月 1 日時点） 
71ha（注 2） 

注 1：経営農地面積の 10a 以上の農家を対象に集計している。 

注 2：減少を抑制する目標。  
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施策の柱Ⅴ 地球温暖化適応策の推進 

 

施策Ⅴ－１ 豪雨対策・ヒートアイランド対策（グリーンインフラ）等 

 頻発する集中豪雨による水害を軽減するため、東京都と連携・調整してインフラ整備を推進し

ます。また、グリーンインフラを取り入れ、みどりを活かした豪雨等の防災・減災対策やヒート

アイランド対策を進めます。 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①豪雨対策、風水害

対策の推進 

東京都との連携による、河川・下水道の整備の推

進 
豪雨対策・下水道整備課 

流域対策（雨水流出抑制）の強化 豪雨対策・下水道整備課 

雨水貯留浸透施設・雨水タンクの設置の促進〔再

掲〕 
豪雨対策・下水道整備課 

グリーンインフラを取り入れた施設整備 

工事第一課 

工事第二課 

公園緑地課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

無電柱化の推進 

土木計画調整課 

工事第一課 

工事第二課 

洪水ハザードマップの周知 災害対策課 

避難所の運営体制強化 災害対策課 

②ヒートアイラン

ド対策の推進 

遮熱性舗装の整備 

土木計画調整課 

工事第一課 

工事第二課 

緑地や農地の保全、緑化の推進 
みどり政策課 

都市農業課 

国分寺崖線の保全 みどり政策課 

③グリーンインフ

ラの普及啓発 

グリーンインフラライブラリーによる情報発信 豪雨対策・下水道整備課 

グリーンインフラの評価基準の作成 豪雨対策・下水道整備課 
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施策Ⅴ－２ 区民の健康を守る取組みの推進 

 気候変動によって、真夏日・猛暑日の増加や、感染症を媒介する生物の分布域の変化が生じて

います。区民の健康を守る対策として、熱中症対策、感染症予防に関する普及啓発を進めます。 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①熱中症対策の 

推進 

熱中症の予防方法の周知、高齢者への啓発

強化 
健康企画課 

外出時に休憩、水分補給できる場所の確

保・周知 
健康企画課 

木陰の創出、ベンチ頭上・バス停・学校プ

ールへの屋根の設置 

公園緑地課 

土木計画調整課 

交通政策課 

教育環境課 

②感染症予防に関

する普及啓発 

蚊等が媒介する感染症に関する情報提供、

蚊の発生防止対策に関する普及啓発 

生活保健課 

感染症対策課 

 

進捗管理指標 
 

指標 現状（2021 年度） 2030 年度の目標 

流域対策による雨水流出抑制量 56.6 万㎡（累積） 75.8 万㎡（累積）（注 1） 

みどり率〔再掲〕 25.18％ 29.00％ 

農地面積（注 2）〔再掲〕 
79.06ha 

（2021 年 8 月 1 日時点） 
71ha（注 3） 

（注 1）：世田谷区豪雨対策行動計画（改定）の令和 19 年度の目標対策量から推計。 

（注 2）：経営農地面積の 10a 以上の農家を対象に集計している。 

（注 3）：減少を抑制する目標。  



72 

施策の柱Ⅵ 区役所の率先行動 

 

施策Ⅵ－１ 脱炭素に向けた基盤整備 

 区内最大級の事業者として、公共施設への再生可能エネルギー電

力の導入・利用による創出、公用車のＺＥＶ化、ＤＸ（デジタル・

トランスフォーメーション）による業務効率化に率先して取り組み

ます。 

 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①再生可能エネル

ギー電力の導入 

公共施設における再生可能エネルギー電力の

導入・利用 

環境・エネルギー施策推進課 

公共施設マネジメント課 

環境に配慮した電力調達契約の実施 環境・エネルギー施策推進課 

②公用車のＺＥＶ

化 

電気自動車等ＺＥＶの導入 
環境・エネルギー施策推進課 

経理課 

ＺＥＶの活用による普及啓発 環境・エネルギー施策推進課 

急速充電設備等、ＺＥＶの充電インフラの導入 
環境・エネルギー施策推進課 

各施設所管課 

③ＤＸの推進 
モバイル端末導入、各種手続きのオンライン化

等によるペーパーレス化の推進 
DX 推進担当課 

 

 

施策Ⅵ－２ 公共施設整備・維持管理における脱炭素の推進 

 公共施設の整備、維持管理において省エネルギー化と再生可能エ

ネルギーの活用を両輪として進めます。また、グリーンインフラを

取り入れた緑化や雨水貯留浸透などに取り組み、環境負荷の少ない

持続可能な施設運営をめざします。 

 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①公共施設の整備

（新築・改築）に

おける省エネル

ギー化・再生可能

エネルギー設備

の導入 

公共施設省エネ指針に基づく、省エネ設計の施

設づくり 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

環境・エネルギー施策推進課 

再生可能エネルギーの設備等の導入 

公共施設マネジメント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

環境・エネルギー施策推進課 

公共施設のＺＥＢの実現に向けた計画立案 

公共施設マネジメント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 
事業者の取組
み方針Ⅱ-２
（p.55） 
に含む 

― 

 

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 
区の施策Ⅳ-
２（p.68）
に含む 

― 
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取組み 取組みの内容 担当課 

②公共施設の維持

管理における省

エネルギー化・再

生可能エネルギ

ー設備の導入 

照明の高効率化 

公共施設マネジメント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

省エネ型高効率機械設備（空調機器・熱源・受

電設備等）への更新 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

環境・エネルギー施策推進課 

ＥＳＣＯ事業の推進 公共施設マネジメント課 

環境マネジメントシステム「ＥＣＯステップせ

たがや」に基づく取組みの推進 
環境・エネルギー施策推進課 

公共施設における積算電力計（例：スマートメ

ーター）を活用したエネルギーの見える化の推

進検討 

環境計画課 

環境・エネルギー施策推進課 

公共施設マネジメント課 

③公共施設の緑化・

ヒートアイラン

ド対策・水循環の

推進 

敷地や建物の緑化 

みどり政策課 

公園緑地課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

教育環境課 

道路の緑化・維持管理〔再掲〕 

土木計画調整課 

工事第一課 

工事第二課 

公園緑地課 

雨水利用設備による水資源の有効利用 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

環境・エネルギー施策推進課 

雨水貯留浸透施設の設置と適切な管理 

工事第一課 

工事第二課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

教育環境課 

遮熱性舗装の整備 

土木計画調整課 

工事第一課 

工事第二課 

「公共建築物等における木材利用推進方針」に

基づく木材利用の推進 

環境・エネルギー施策推進課 

公共施設マネジメント課 

④環境と調和し環

境負荷の少ない

持続可能な本庁

舎等整備 

本庁舎等整備の推進 
庁舎管理担当課 

庁舎建設担当課 
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施策Ⅵ－３ 職員による環境配慮行動の推進 

 区役所の取組みの担い手である職員の環境意識を高め、脱炭素化

に向けた行動を推進していきます。 

 

 

 
 
 

取組み 取組みの内容 担当課 

①職員への意識啓

発 
環境に関する職員研修の効果的・効率的な実施 

環境計画課 

環境・エネルギー施策推進課 

研修担当課 

②職員の行動推進 

環境マネジメントシステム「ＥＣＯステップせ

たがや」の取組み推進 

環境・エネルギー施策推進課 

各課 

「世田谷プラスチック・スマートプロジェク

ト」を通じたプラスチックごみの発生抑制等に

関する行動推進 

環境保全課 

清掃・リサイクル部事業課 

公共施設における積算電力計（例：スマートメ

ーター）を活用したエネルギーの見える化の推

進検討〔再掲〕 

環境計画課 

環境・エネルギー施策推進課 

公共施設マネジメント課 

 

 

進捗管理指標 

 
指標 現状（2021 年度） 2030 年度の目標 

公共施設への再生可能エネルギー

電力の導入率 

17.60％ 

（2020 年度） 
50.00％ 

公用車におけるＺＥＶの導入割合 
6.8％（注１） 

（2022 年 4 月 1 日時点） 
― 

区役所全体のエネルギーの削減（平

成 21 年度比） 

9.3％削減 

（2020 年度） 

18.6％以上削減（注２） 

（2023 年度） 

（注１）特殊車両は除く。 

（注２）2024 年度を始期とする第６期世田谷区役所温暖化対策実行計画で、2024 年度以降の目標値を

設定する予定。 

 

  

ＣＯ２削減量（千 t-CO2） 

国・都・

区の対策 

区の独自

の対策 
事業者の取組
み方針Ⅱ-１
（p.53）に
含む 

― 
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４－４ 重点施策 

 

脱炭素社会の実現に向け、国や東京都では、2030 年度までに重視する取組みとして、業務・

産業部門と家庭部門からのＣＯ２排出量の大部分を排出する住宅や建築物の省エネルギー性能

を高めることを挙げています。再生可能エネルギーの主力電源化と移動の脱炭素化（ＥＶ等）の

同時達成をめざすことも、主要な課題の一つとなっています。 

また、緩和策と適応策を両輪として進め、気候変動の影響によるリスクを最小化していくこと

も求められています。 

さらに、これらの取組みを進めていくために、気候変動が社会・経済や日々の生活に関わる問

題であることをあらゆる主体が認識し、行動を変えていくことが必要とされています。 

このような背景を念頭に、次のポイントを踏まえ、重点的に取り組む施策を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策 具体的な内容 

重点

１ 

住まい 

・建物 

環境に配慮した住

まいや建物の促進 

・環境に配慮した住宅の推進 

・家庭用燃料電池の普及促進 

・公共施設のＺＥＢの推進 

重点

２ 
車 

ＺＥＶの利用促進

とインフラ整備 

・ＺＥＶの普及、利用の促進 

・ＥＶ充電設備等設置の促進 

・公用車のＺＥＶ化 

重点

３ 
廃棄物 ごみ減量の推進 

・区民・事業者の２Ｒ（「リデュース」、「リユース」）行

動の促進 

・食品ロスの削減 

・プラスチック使用製品の分別回収の検討 

重点

４ 
みどり 

グリーンインフラ

の活用促進 

・グリーンインフラに係る補助制度の拡大 

・みどりなどの自然の持つ様々な機能を有効に活用するグリ

ーンインフラの促進 

重点

５ 

行動 

支援 

脱炭素に役立つ行

動変容への支援 

・省エネポイントアクションの拡充 

・せたがや版 RE100 の普及促進 

・再生可能エネルギー電力の購入の普及促進 

・次世代の人材育成 

  

・世田谷区の地域特性に合うもの 

・温室効果ガス削減効果が大きいもの 

・区民への地球温暖化対策 PR 効果が大きいもの 

・区民・事業者が、自主的かつ区と協働・連携して取り組めるもの 

・地球温暖化対策以外の分野にも好影響を与えるもの 

・気候変動適応策となるもの 

重点施策選定のポイント 
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重点１住まい・建物  環境に配慮した住まいや建物の促進 

住宅や建築物の脱炭素化を進めるため、国は、建築物省エネ法を通じて、新築の住宅・建物

の省エネ基準への適合義務化、誘導基準の引上げ、省エネルギー基準の段階的引き上げを進め

ています。また、東京都では、「減らす・創る・貯める」（ＨＴＴ）の観点から、建物における

エネルギー使用の効率化、使用するエネルギーの脱炭素化、蓄電池等によるエネルギーの有効

活用を推進しています。 

世田谷区では、次の取組みにより、既存の住宅・建物を中心に、住宅機能の維持向上と省エ

ネルギー性能の向上や再生可能エネルギー利用を促進します。 

●環境に配慮した住宅の推進 

区民が所有する住宅を対象とした補助制度を通じ、外壁や屋根、窓の断熱などの改修工

事及び太陽光発電設備や家庭用燃料電池、高効率給湯器などのＣＯ２排出削減のための省

エネルギー・創エネルギー機器の設置を支援します。 

●公共施設のＺＥＢの推進 

ＺＥＢ認証を目指す公共建築物の設計、認証手続きへの支援や、中長期的な保全改修に

合わせたＣＯ₂削減手法の提案等の支援を通じ、公共施設のＺＥＢを推進します。また、

「世田谷区公共施設等総合管理計画」の見直しに合わせ、公共施設のＺＥＢ化に向けた整

備内容、費用等を位置付けることについて、検討を進めます。 

 

 

重点２   車    ＺＥＶの利用促進とインフラ整備 

移動に伴い発生するＣＯ₂削減対策の一つとして、国では、エネルギー効率に優れる次世代

自動車（ＥＶ、ＦＣＶ、ＰＨＥＶ、ハイブリッド自動車（ＨＶ）等）の普及拡大を推進してい

ます。東京都では、2050 年のあるべき姿として、都内を走る全自動車のＺＥＶ化を掲げてい

ます。 

世田谷区では、区民、事業者によるＺＥＶの利用を促進するため、次の取組みを進めます。 

●ＺＥＶの普及、利用の促進 

より効果的なＺＥＶの普及利用促進策の検討を進めるともに、区有施設等におけるＥ

Ｖの公共用急速充電機の設置や移動式水素ステーション運用などのこれまでの取組みに

ついても継続して進めます。 

●公用車のＺＥＶ化 

「公用車の管理運営に係る基本方針」に基づき、公用車の老朽化に伴う更新にあたって

は、調達方法を購入からリースに切り替え、財政負担の平準化を図りながら、計画的にＥ

Ｖへの転換を進めます。  
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重点３  廃棄物   ごみ減量の推進 

 国や都では、大量生産・大量消費・大量廃棄型の資源利用のあり方を見直し、気候変動問題

や天然資源の枯渇などの環境問題にも対応するため、プラスチックをはじめとする廃棄物等

の発生抑制、資源や製品等の再使用・再生利用などによる資源循環を更に促進しています。 

 世田谷区においても、２Ｒによるごみの減量を推進するとともに、取組みを行ってもなお排

出される不用な「もの」について可能な限り資源としての有効活用を進めます。 

●区民・事業者の２Ｒ（「リデュース」、「リユース」）行動の促進 

区民・事業者に不用な「もの」を出さない暮らしや事業活動への転換、マイバッグ利用

やプラスチック包装の少ない商品の導入・選択などを働きかけます。また、更なる分別と

排出ルールの徹底を図ることで、リサイクル可能な資源を有効活用し、限りある天然資源

の循環に取り組みます。 

●食品ロスの削減 

「食品ロス削減推進計画」に基づき、フードドライブの実施やせたがやエコフレンドリ

ーショップの登録店舗拡大など、食品ロス削減に向けた取組みを進めます。 

●プラスチック使用製品の分別回収の検討 

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行を踏まえ、家庭から排出

される使用済みプラスチック使用製品の分別収集・再商品化のあり方や、収集体制、中間

処理施設の確保等について調査・検討を進めます。 

 

重点４  みどり   グリーンインフラの活用促進 

 国内において、みどりなどの自然が持つ雨水の貯留・浸透、流出抑制、水質浄化、地下水涵

養などの様々な機能を持続可能で魅力ある地域づくりに活かす取組みが進んでいます。東京

都においても、防災・減災等に寄与するグリーンインフラの一つとして、レインガーデンの整

備や建築物等の敷地における雨水浸透の取組みを推進するとしています。 

 世田谷区においても、グリーンインフラの活用に向け、次の取組みを進めます。 

●グリーンインフラに係る補助制度の拡大 

グリーンインフラの活用を促進するため、緑化に関わる各種助成制度について、対象範

囲の拡大、助成メニューの拡充などを検討し、より使いやすく実効性の高い制度としてい

きます。 

●みどりなどの自然の持つ様々な機能を有効に活用するグリーンインフラの促進 

公園などの整備、改修の機会をとらえ、グリーンインフラの考えに基づく施設整備に取

り組みます。  
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重点５ 行動支援   脱炭素に役立つ行動変容への支援 

 脱炭素社会の実現に向け、国や東京都では、地球温暖化対策に関する情報提供、協力への機

運の醸成、環境教育・環境学習を通じて、地球温暖化に対する一人一人の理解と行動変容を促

進しています。 

 このような流れを受け、世田谷区においても区民、事業者の行動促進、次世代の人材育成に

取り組みます。 

●省エネポイントアクションの拡充 

冬季の省エネや、再生可能エネルギーの利用拡大につながる環境性の高い電力メニュ

ーへの切り替えを促進するため、新たなコースを新設するなど、省エネポイントアクショ

ン事業の拡充をします。 

●せたがや版ＲＥ１００の普及促進 

公募により選定した「せたがや版ＲＥ１００」ロゴマークを、

省エネをはじめとした様々な環境啓発物に使用して、「せたがや版

ＲＥ１００」の普及を促進します。 

 

 

●再生可能エネルギー電力の購入の普及促進 

再生可能エネルギー未利用の施設を対象に、電力契約において再生可能エネルギーの

導入を進めます。 

●次世代の人材育成 

オンラインイベントやリアルイベントの実施を通して、若者による情報発信や団体交

流を促進します。また、学校や個人が取り組むエコ活動の表彰や発表する場の提供により

活動を支援し、次世代の人材育成につなげます。 
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第５章 計画の推進、進捗管理 

 

５－１ 計画の推進体制 

 

区民・事業者と区が連携・協働・共創し、地域が一体となって地球温暖化対策を進めるため、

以下の体制により計画を推進します。 

 

（１）区民・事業者・区の連携・協働・共創 

区民は日常生活における取組みを、事業者は事業活動における取組みを進めます。 

区は、区民・事業者の取組みを促進するため、本計画に挙げた区の取組み（施策）を通じて区

民、事業者への情報提供等の支援を進めるとともに、区民・事業者と連携・協働・共創し、政策

提案を受けながら、地域の活性化や地域課題の解決に役立つ環境、社会、経済の統合的な取組み

を進めます。また、区内最大級の事業所として区役所による率先行動を実践します。 

 

（２）環境審議会 

有識者及び区民委員等で構成する環境審議会に、温室効果ガス排出量や取組みの状況を適宜

報告し、助言を得ながら取組みを進めます。 

 

（３）庁内の推進体制 

本計画に基づく地球温暖化対策を区役所全体で推進していくため、「気候危機対策会議」等に

おいて庁内の総合調整を図り、全庁的に対策を進めます。 

また、各所管部においては具体的施策ごとに実行のための計画の作成等を行い、計画的かつ着

実な実施に努めます。 

 

（４）他自治体等との連携 

再生可能エネルギーの普及拡大に向けた「自然エネルギー活用による自治体間ネットワーク

会議」の開催、「自然エネルギー（電力）の自治体間連携」等を通じて、自治体間連携の取組み

を進めます。 
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計画の推進体制 

 

 

  

区 民 

日常生活における 
取組み推進 

事業者 

事業活動における 
取組み推進 

区 

区民・事業者の取組み支援、 
仕組みやルールづくり、 
区役所による対策の実施 環境審議会 

・本計画の策定や見直
しに関する審議 

・施策の展開にあたっ
ての区長への助言 

・本計画の進捗状況に
関する総合的な視点
からの評価 

気候危機対策会議 

関係部署 

総合調整 

地域が一体となった 
地球温暖化対策の 

推進 

連携・協働・共創 

連携・協働・共創 連携・協働・共創 

政策提案 政策提案 

 
国・東京都・ 

その他自治体等 

・情報交換・意見交換 
・広域的な課題の状況

把握 
・課題解決に向けた緊

密な連携・協働 
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５－２ 計画の進捗管理 

 

目標の達成に向け、対策の主体である区民、事業者、区がそれぞれ実施状況を適切に把握しな

がら、計画の立案（Plan）、取組みの実行（Do）、点検（Check）、見直し（Action）を継続してい

きます。 

本計画全体の目標（総量削減目標、個別削減目標）については、「特別区の温室効果ガス排出

量」（オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」）により、温室

効果ガス排出量等の推移を把握し、結果について公表するとともに、気候危機対策会議及び環境

審議会に報告します。 

 

（１）区民・事業者の取組みの進捗管理 

本計画の目標達成には、区民・事業者の継続的な取組みが不可欠です。 

区民、事業者の取組みについては、区全体の温室効果ガス排出量やエネルギー使用量のほか、

アンケート調査や省エネポイントアクション等の取組みを通じて区が収集、蓄積したデータ

についても、「見える化」を通じて区民、事業者へ還元することで、行動促進につなげていき

ます。また、より効果的なデータを収集するための手法（モニタリング等）についても研究を

進めます。 

 

（２）区の取組み（施策）の進捗管理 

区の各取組み（施策）については、施策の実績を適切に把握するために設定した進捗管理指

標に基づき、実施状況を点検します。 

さらに、点検結果と評価に応じて対策を検討し、取組み内容の継続的な改善を図ります。ま

た、気候危機対策会議及び環境審議会に適宜報告します。 
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83 

 

資料編目次 

 

 

 

資料１ 計画策定の経緯 ............................................................................. 

資料２ 世田谷区環境審議会 委員名簿 ......................................................... 

資料３ 温室効果ガス排出量の算定方法 ......................................................... 

資料４ 温室効果ガス削減目標の算定 ............................................................ 

資料５ 区における温室効果ガス排出量削減に向けた追加的な施策集 .................... 

資料６ 語句説明 ..................................................................................... 

 

 

 

 

 

  



84 

資料１ 計画策定の経緯 

 

（１）検討体制 

 本計画の策定にあたっては、世田谷区気候危機対策会議設置要綱に基づく世田谷区気候危

機対策会議、地球温暖化対策地域推進計画幹事会設置要綱に基づく幹事会を設置して検討を

行いました。また、計画に記載すべき事項のうち、特に重要な事項や、計画の素案、案につい

ては、区民・事業者を含めた専門的見地を持つ委員で構成される区の環境審議会において意見

を聴取したうえで、計画策定を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）世田谷区環境審議会及び庁内会議における検討の経緯 

時期 会議名称 検討内容 

2020年 11月 16日 環境審議会 ・フリーディスカッション 

2021年 ２月 18日 環境共生推進会議（注） ・計画の見直しについて 

 ７月 13日 環境審議会 ・計画の見直しについて（諮問） 

 ９月１日 気候危機対策会議設置  

 11月４日 気候危機対策会議 
・温室効果ガスの排出削減に関する検討

（案）について 
 11月 18日 環境審議会 

 11月 24日 気候危機対策会議 

2022年 １月 13日 気候危機対策会議 
・計画の骨子案について 

 １月 14日 環境審議会 

 ３月 16日 幹事会 

・計画素案（たたき台）について 

 ４月６日 気候危機対策会議 

 ４月 19日 環境審議会 

 ４月 28日 気候危機対策会議 

 ５月 12日 気候危機対策会議 

 ５月 31日 気候危機対策会議 

 ６月６日 幹事会 

・計画素案について  ６月 29日 気候危機対策会議 

 ７月 21日 環境審議会 

地球温暖化対策地域推進計画 幹事会（課長級） 

環境審議会 気候危機対策会議（部長級） 

区 長 
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時期 会議名称 検討内容 

2022年 ８月３日 気候危機対策会議 
・計画素案について 

 ８月 31日 気候危機対策会議 

 11月２日 気候危機対策会議 
・計画案について 

 11月８日 環境審議会 

（注）世田谷区環境共生推進会議設置要綱に基づく庁内の会議体。令和３年８月 31日に廃止。 

 

 

（３）区民意見の聴取等 

①若者環境フォーラム 

●概要 

日時 令和３年 10月 30日（土）午後３時～午後５時 

テーマ 気候危機に対して、私たち一人ひとりができること 

実施方法 オンライン（Zoomウェビナー）による開催 

参加者数 35名（その他、YouTubeライブにて 20名が視聴） 

●プログラム 

１）概要説明等 

東京都市大学ＩＳＯ学生委員会、夢キャンコミュニケーター 

２）パネルディスカッション 

モデレーター：ＮＰＯ法人新宿環境活動ネット 代表理事 飯田 貴也 氏  

パネリスト：中学生・高校生・大学生 

・世田谷区立用賀中学校、千歳中学校（ＳＤＧｓベーシックプログラム実施校） 

・ＳＤＧｓ子ども勉強会プロジェクト 

・アオミドリ（希望丘青少年交流センター登録サークル） 

・Green Sophia（上智大学環境保護サークル） 

３）講評 

世田谷区長 保坂 展人 

●主な意見 

・服のリサイクルやフードロスの削減など、身近なことから取り組んでいきたい。 

・自分たちの行動がどう影響しているのか、現地を見ること、世界を知ることが大切。 

・１人の 100歩より、100人の１歩。さらに、２歩、３歩と伸ばしていきたい。 

・今回の団体同士の集まりにより、活動のモチベーションが上がった。 

・楽しみながら、環境活動の輪を広げていきたい。 

・区職員向けの環境に関する研修を充実させ、区の内側からも変わってほしい。 
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②地球温暖化対策地域推進計画見直しに関する区民ワークショップ 

●概要 

日時 令和３年 11月 13日（土）午前９時～午後０時 15分 

実施方法 オンライン（Zoom）による開催 

参加者数 21名 

●プログラム 

１）基調講演「環境をよくする地域の力」 

東京大学先端科学技術研究センター研究顧問（世田谷区環境審議会会長） 

小林光氏 

２）国・都・区の政策紹介 

世田谷区環境政策部環境計画課長 

３）ワークショップ（グループに分かれ討議、発表、講評 ） 

■テーマ「脱炭素社会の実現に向け、どのような仕組みや取組みがあるとよいで

しょうか。幅広く自由に意見を出してください。」 

■ワークショップでの主な意見 

○情報の見える化 

・各家庭、世帯単位でのＣＯ２排出量の見える化 

・家庭用のＣＯ２排出量計算ツールの開発 

・街のポテンシャル（特長や特色）の見える化 

○行動と効果の結びつき 

・省エネ効果と連動したポイント制度の活用 

・行動と削減量の早見表による情報提供 

○情報やヒントのマッチング 

・お金×課題×アイデアのマッチングシステムの構築 

○資金調達 

・再エネクラウドファンディングの活用 

・グリーンエネルギー債の発行 

・資金調達のためのイベントづくり 

○その他 

・区を縦断するエコな交通手段 

・古紙回収などの情報提供、認知度の向上への工夫 

・空き家を活用した緑化 
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③「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）」に関する区民説明会 

●概要 

日時 令和４年９月７日（水）午後６時 30分～午後８時 55分 

実施方法 オンライン（Zoom）による開催 

参加者数 29名 

●プログラム 

１）挨拶 

世田谷区長 保坂 展人 

２）地球温暖化対策地域推進計画（素案）の説明 

世田谷区環境政策部長 

３）質疑応答、意見交換、政策提案など 

●主な意見 

■区民への情報発信、働きかけ 

・区民が自ら学べる場や機会、学ぶためのツール（動画等）を充実してほしい。 

■区民の参画、協働 

・気候市民会議を世田谷でも開催してほしい。 

■施策・取組 

○家庭部門の対策について 

・既存の団地、マンションへの対策が極めて重要である。 

○まちづくりについて 

・歩いて楽しい街、歩く人にとってよい街づくりをめざしてほしい。 

○ＺＥＶの普及について 

・電気自動車の充電インフラ整備への支援を検討いただきたい。 

○みどり、グリーンインフラについて 

・気候変動適応の観点から、グリーンインフラの取組みは重要。従来のグリーンイ

ンフラとのハイブリッドが有効ではないか。 
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④「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）」に対する区民意見募集 

●概要 

日時 令和４年９月 15日（木）～10月６日（木） 

意見提出人数 39名（ホームページ 36名、封書 2名、持参 1名） 

意見総数 123件 

●意見の内訳 

項目 件数 

計画全般 ３件 

第１章 計画策定の基本的事項 １件 

第２章 世田谷区の温室効果ガスの排出状況 ５件 

第３章 計画の目標 40件 

第４章 温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策 66件 

第５章 計画の推進、進捗管理 ７件 

その他 １件 

合計 123件 

 

●主な意見 

〇計画の目標関連 

・温室効果ガス排出量削減目標値の引き上げについて、26.3％から 57.1％というの

は素晴らしい。要望として、やはりもう一歩の 65％以上削減目標として、他自治

体をリードし、都や日本全体への良い刺激を与えていただきたい。 

〇エネルギー関連 

・地方の森林資源の有効活動、熱源利用による地域活性化に大きく貢献することか

ら、より積極的な地方自治体との連携によるバイオマス発電を推進する。 

・現状では、太陽光発電のパネルを設置している家がほぼ無い。世田谷区において

再エネ利用の方法は、太陽光発電を各家庭が屋根にパネルを設置して利用するこ

とだと思うが、具体的に実現する対策を示して頂きたい。 

〇住宅・建物関連 

・環境配慮型住宅リノベーションのプログラムの見直しを含む、既存住宅の省エネ

ルギー化の推進を徹底すること。 

〇ごみ減量・資源循環関連 

・即効性があるのは各家庭の生ごみの削減だと思う。現状では、ゴミを減らすイン

センティブはなく、もう少しコンポストを支援する、ゴミを減らすことへの意欲

を掻き立てる施策がないと広がらないと思う。空き地や公園にコンポスト BOXな

どを設置することも必要。 
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〇みどり関連 

・新築時は、いろいろなよい事例を実践するのに最適のタイミングである。所与の

条件下で最大のみどり率を確保するため、あらゆる手を尽くすべきだ 

〇その他 

・世田谷の課題解決に繋がる一体的な取り組みを重点として行うこと。温暖化だ

けでなく、「震災に強い街づくり」「住宅地の狭い道路での安全対策」も課題であ

る。世田谷の住宅の中心は共同集宅（特に古い団地）であり、モデル地区を指定

して、建物の省エネ・創エネ・畜エネ化と、歩行者・自転車優先道路をセットと

した一体型の街づくりを、老朽化団地の建替え時に進め、「脱炭素先進地域」の

モデルにしてはいかがか。 

・100人規模の気候市民会議を世田谷区にも設置すること。 

・計画素案第４章 温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策について、各項目

とも具体的で素晴らしい。あとはいかにやってもらうかの点が今後の目標を具

体化する段階で明確になるとよい。ぜひ住民を巻き込んで流れづくりをしてほ

しい。 

・施策体系に関して、地球温暖化対策は、「緩和」と「適応」に大別できること

から市民の認識を高めることが必要だと思う。計画素案に図示された取組みは

どれも大切だが、重要度が浮かび上がるような図示の仕方を工夫すべきだと思

う。個人的には、「環境教育・環境学習」こそ、最重要課題に位置付けられる

べきだと思う。「緩和」と「適応」の概念、その具体策は、全世代がその世代

なりの仕方で把握しなければならない。 

  ・区役所が使用する公用車のＥＶ化を徹底するため、2030 年に 100％ＥＶ化の年

次計画を策定し、達成度合いについて毎年公表する。 
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資料２ 世田谷区環境審議会 委員名簿 

 

 

役職等 氏  名 所  属 

会長 小林 光 東京大学大学院 総合文化研究科 客員教授 

副会長 阿部 伸太 東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科 准教授 

学識経験者 朝吹 香菜子 国士舘大学 理工学部 理工学科 准教授 

 佐藤 真久 東京都市大学 環境学部 環境マネジメント学科 教授 

 瀬沼 頼子 昭和女子大学 人間社会学部 現代教養学科 特任教授 

 谷口 裕一 一般財団法人 省エネルギーセンター 常務理事 

 村山 顕人 東京大学  大学院工学系研究科  准教授 

団体推薦 飯島 祥夫 世田谷区商店街振興組合連合会 常任理事 

 田中 敏文 公益社団法人 世田谷工業振興協会 理事 

 田中 真規子 いであ株式会社 執行役員 

 西﨑 守 世田谷区町会総連合会 副会長 

区民委員 木村 圭子 公募区民委員 

 谷合 路子 公募区民委員 

 渡部 美貴 公募区民委員 

※2022年 11月現在（役職等毎の五十音順、敬称略） 
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資料３ 温室効果ガス排出量の算定方法 

 

（１）オール東京 62 市区町村共同事業による温室効果ガス排出量の推計 

都内 62市区町村では、2007年度から、東京のみどりの保全や温暖化防止について連携・共

同して取り組むため、オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェク

ト」を展開しています。 

この事業の一環として、各自治体の温暖化防止施策を展開する上で基礎情報となるＣＯ２を

含む温室効果ガス排出量について、区市町村共通の算定方法が作成され、推計結果が毎年公表

されています。 

 

（２）ＣＯ２排出量の算定対象部門及び算定方法の概要 

「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」によるＣＯ２排出量の算定対象部門、算定方法の

概要は以下のとおりです。 

 

表 算定対象部門 

部門 対象 備考 

エネルギー転換部門 

× 

電力については、発電所の所内ロス、送配電ロス等は需要家に転

嫁していること、都市ガスの精製ロスは極小さいことなどから本

部門は算定の対象としない。 

産業部門 農林水産業 ○  

鉱業 
× 

一部の市区町村にて鉱業活動が行われているが、その実態を公開情

報から得られないこと、値が極小さいことなどから対象外とする。 

建設業 ○  

製造業 ○  

民生部門 家庭 ○  

業務 ○  

運輸部門 自動車 ○ 実態に最も近い活動量である走行量を基本とする。 

鉄道 ○ データを得やすい乗降車数を基本とする。 

船舶 
× 

排出源が一部の市区町村に集中すること、市区町村が推進する施

策との関連性が極めて低いことなどから、算定の対象としない。 

航空 
× 

排出源が一部の市区町村に集中すること、市区町村が推進する施

策との関連性が極めて低いことなどから、算定の対象としない。 

その他部門 一般廃棄物 

○ 

これまでの環境省のガイドラインのように清掃工場での二酸化

炭素排出量ではなく、各市区町村における一般廃棄物の回収量を

基本とする。 

産業廃棄物 
× 

回収量、発生量ともにデータの把握が困難であるため、算出の対

象としない。 

工業プロセス 

× 

セメント製造工程等に副生される二酸化炭素が対象となるが、都

内では対象産業が極小であること、データの把握が困難なことか

ら算出の対象としない。 

吸収減 

（参考扱い） 
△ 

吸収源としては森林が対象となるため、森林が存在する一部の市

町村を算定対象とする（特別区はすべて対象外）。 
出典：オール東京 62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」「特別区の温室効果ガス排出量

（1990年度～2019年度）」  
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表 算定方法概要 

部門 
電力・都市ガス 

エネルギーの算定方法 

電力・都市ガス以外の 

エネルギーの算定方法 

産業 農業 

水産業 

農業は都のエネルギー消費原単位に活動量（農家数）を乗じる。 

水産業は島しょ地域のみの算定とし、エネルギー消費原単位に活動量（漁業生産量）

を乗じる。 

建設業 都の建設業エネルギー消費量を建築着工延床面積で案分する。 

製造業 ■電力：「電力・都市ガス以外」と

同様に算定する。 

■都市ガス：工業用供給量を計上

する。 

都内製造業の業種別製造品出荷額当たりエネ

ルギー消費量に当該市区町村の業種別製造品

出荷額を乗じることにより算出する。 

民生 家庭 ■電力：電灯使用量から家庭用を

算出する。 

■都市ガス：家庭用都市ガス給量

を計上する。 

ＬＰＧ、灯油について、世帯当たり支出（単身

世帯、二人以上世帯を考慮）に、単価、世帯数

を乗じ算出する。なお、ＬＰＧは都市ガスの非

普及エリアを考慮する。 

業務 

■電力：市区町村内総供給量のう

ち他の部門以外を計上する。 

■都市ガス：業務用を計上する。 

都の建物用途別の延床面積当たりエネルギー

消費量に当該市区町村内の延床面積を乗じる

ことにより算出する。延床面積は、固定資産

の統計、都の公有財産等都の統計書や、国有

財産等資料から算出する。 

運輸 自動車 

― 

特別区、多摩地域では、都から提供される二酸

化炭素排出量を基本とする。島しょ地域におい

ては、エネルギー消費原単位に活動量（自動車

保有台数）を乗じる。 

鉄道 鉄道会社別電力消費量より、乗降

車人員別エネルギー消費原単位を

計算し、市区町村内乗降車人員数

を乗じることにより算出する。 

2019年度現在、貨物の一部を除き、都内にディ

ーゼル機関は殆どないため、無視する。 

一般廃棄物 ― 廃棄物発生量を根拠に算定する。 

出典：オール東京 62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」「特別区の温室効果ガス排出量

（1990年度～2019年度）」 
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資料４ 温室効果ガス削減目標の算定 

 

（１）算定プロセス 

次の手順により温室効果ガス削減目標（中期目標）を算定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各プロセスの算定の考え方 

①温室効果ガス排出量将来推計（2030 年度現状すう勢ケース） 

（ア）2030 年度現状すう勢ケース 

現状すう勢ケースは、現状以上の対策を行わないと仮定し、人口、業務用建築物床面積、

製造品出荷額など「活動量」と呼ばれる指標が、これまでの傾向の延長で変動した場合に

見込まれる将来の排出量です。 

ＣＯ２については、部門ごとに設定した活動量の指標について、これまでの推移や区が

実施した将来人口推計を基に、2019年度から 2030年度の間の変化率を求め、排出量を推

計しました。 

それ以外の温室効果ガスについては、排出量の推移を基にトレンド予測を行いました

（推計方法の詳細は、33ページをご参照ください）。 

  

温室効果ガス排出量将来推計 
・2030 年度現状すう勢ケース 
・電力排出係数の反映 

想定され得る国等の対策効果 

区が独自で追加し実施する対策の効果 

温室効果ガス削減目標（中期目標） 

反映 

反映 
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表 現状すう勢ケースの推計結果 

 

 

 

（イ）電力排出係数の反映 

2030 年度における電力の排出係数が、国のエネルギー基本計画及び地球温暖化対策計

画が見込む水準となった場合の世田谷区の排出量を推計しました。 

具体的には、2019年度から 2030年度の電力の排出係数の減少率を算出した上で、2030

年度の電力由来のＣＯ２排出量推計値に減少率を乗じて、電力の排出係数の変動による減

少量を算出しました。2030 年度における電力由来のＣＯ２排出量の割合は 2019 年度の実

績値と同等と仮定しました。 

 

表 電力排出係数の反映 

➊ 
2030年度 

現状すう勢ケース 

➋ 
うち電力由来の 
ＣＯ２排出量 

➌ 
電力排出係数
の減少率 

➍ 
電力排出係数の減
少に伴う排出量の
減少量（➋×➌） 

➎ 
電力排出係数の
減少を反映した
排出量（➊－➍） 

3,068千 t-CO2 1,588千 t-CO2 43.8％ 696千 t-CO2 2,372千 t-CO2 

 

＜電力排出係数の減少率 算定根拠＞ 

 排出係数 出典等 

2019年度の排出係数 

（算定・報告・公表制度に

基づく全国平均値ベース） 

0.445 

kg-CO2/kWh 

出典：温対法に基づく事業者別排出係数の算出

及び公表について －電気事業者別排出

係数－（資源エネルギー庁） 

2030 年度の全電源平均の

電力排出係数 

0.25 

kg-CO2/kWh 

出典：地球温暖化対策計画別表 

（原典：2030年度における電力需給の見通し） 

【電源構成】 

再エネ   36～38％、水素・アンモニア１％ 

原子力   20～22％、LNG      20％ 

石炭      19％、石油等     ２％ 

電力排出係数の減少率 －43.8％  

 

  

排出量
【推計】

（千t-CO2）
構成比

排出量
増減比

産業部門 90 61 69 2.3% -23%

家庭部門 1,463 1,245 1,257 41.0% -14%

業務その他部門 858 674 812 26.5% -5%

運輸部門 567 427 353 11.5% -38%

廃棄物部門 103 121 102 3.3% -1%

計 3,081 2,528 2,593 84.5% -16%

156 262 475 15.5% 204%

3,238 2,789 3,068 － -5%

2013年度
【実績】

（千t-CO2）

2030年度
2019年度
【実績】

（千t-CO2）

CO2

部門

その他（CH4等）

合計
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②想定され得る国等の対策効果 

 ＣＯ２とそれ以外の対策に分け、国等の削減効果を算出しました。 

 ＣＯ２については、国の地球温暖化対策計画に示された対策から、世田谷区に効果が及ぶ

と考えらえる主な対策を抽出し、各対策の削減量に、各部門の活動量を示す指標の全国デー

タと世田谷区データの比率を乗じて、世田谷区に見込まれる削減効果を算出しました。 

ＣＯ２以外の温室効果ガスは、現状すう勢ケースから半減すると仮定しました。 

 

表 想定され得る国等の対策効果 

部門 対策 
対策の効果 

（千 t-CO2） 

ＣＯ２ 

産業部門 

省エネ技術・設備

の導入 

高効率空調、産業ヒートポンプ、産業用照明、

産業用モータ・インバータ、高性能ボイラー、 

コジェネレーションの導入 
3.2 

その他対策・施策 

業種間連携省エネルギーの取組推進 

燃料転換の推進 

ＦＥＭＳを利用した徹底的なエネルギー管理

の実施 

0.6 

小 計 3.8 

家庭部門 

住宅の省エネルギー化（新築、改修） 69.5 

省エネ機器の導入 

高効率給湯器、高効率照明の導入 

トップランナー制度等による機器の省エネ性

能向上 

ＨＥＭＳ・スマートメーターを利用した徹底

的なエネルギー管理の実施 

213.8 

省エネ行動の推進 
クールビズ、ウォームビズの実施徹底の促進 

家庭エコ診断 

家庭における食品ロスの削減 
7.1 

小 計 290.3 

業務その他
部門 

建築物の省エネ化（新築、改修） 38.4 

省エネ機器の導入 

業務用給湯器、高効率照明の導入 

冷媒管理技術の導入 

トップランナー制度等による機器の省エネル

ギー性能向上 

ＢＥＭＳの活用、省エネ診断等による徹底的

なエネルギー管理の実施 

66.9 

省エネ行動の推進（クールビス・ウォームビズの実施徹底の促進） 0.4 

小 計 105.7 

運輸部門 

次世代自動車の普及、燃費改善 81.1 

その他対策 
公共交通機関、自転車の利用促進 

エコドライブ（乗用車、自家用貨物車） 

カーシェアリング 
30.9 

小 計 112.0 

合 計 511.9 

その他ガス 237.3 

総 計 749.2 
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③区が独自で追加し実施する対策の効果 

区が独自に追加し実施する対策の効果算出にあたっては、国の地球温暖化対策計画にお

ける対策・施策をもとに、世田谷区の特性を考慮のうえ、推計を行いました。区の施策によ

り促進する下表の対策について、国の対策等による効果と、区が独自に追加し実施する対策

の効果を対策ごとに按分し、区実施分を算出しています  

 

表 区が独自で追加し実施する対策の効果 

部門 対策 
対策の効果 

（千 t-CO2） 

家庭部門 

住宅への家庭用燃料電池導入 82.3 

既存住宅の省エネルギー化 5.5 

屋上緑化による省エネ 2.4 

再エネ由来の電力購入の促進 49.9 

産業部門／業務その他部門 事業所における再エネ利用促進 41.0 

運輸部門 
自動車ＥＶ化 50.7 

自転車利用の促進 0.1 

廃棄物部門 食品ロス削減の推進 1.8 

合 計 233.7 
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資料５ 区における温室効果ガス排出量削減に向けた追加的な施策集（注） 

 

温室効果ガス削減目標（中期目標）の検討にあたって、区が独自に追加し実施する対策の内

容については、「区における温室効果ガス排出量削減に向けた追加的な施策集（たたき台）」を

用いて、これを随時更新しながら議論を重ね、以下一覧のとおり施策を整理しました。 

なお、各施策は、区が現時点で取り組んでいる、または取り組む予定がある施策や促進策を【区

の施策・促進策】とし、今後検討を進めていく施策や促進策を【区が今後検討する施策・促進策】

として表記しています。 

 

◆施策一覧 

施策 ページ 

Ⅰ 部門ごとの施策 

家庭部門 Ⅰ－１ 住宅への家庭用燃料電池導入 98 

Ⅰ－２ 戸建住宅開口部の断熱リフォーム 98 

Ⅰ－３ 既存住宅の省エネルギー化 98 

Ⅰ－４ 住宅への HEMS導入 99 

Ⅰ－５ 屋上緑化による省エネ 99 

Ⅰ－６ 再エネ由来の電力購入の促進 99 

産業部門 

業務その他部門 Ⅰ－７ 事業所における再エネ利用推進 100 

運輸部門 Ⅰ－８ 自動車ＥＶ化 102 

Ⅰ－９ エコドライブの推進 102 

Ⅰ－10 自転車利用の促進 102 

廃棄物部門 Ⅰ－11 食品ロス削減の推進 102 

吸収・その他 Ⅰ－12 都市緑化による吸収 103 

Ⅰ－13 自治体間連携による森林整備（カーボンオフセット） 103 

Ⅰ－14 公共施設、民間施設における木材利用促進 103 

Ⅱ エネルギー全般 

 Ⅱ－１ 太陽光発電システム導入ポテンシャルの活用（REPOS 公開デ

ータの導入ポテンシャル最大活用ケース） 
103 

Ⅱ－２ 建築物省エネ法（建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律）の基準上乗せ 
104 

Ⅱ－３ エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスの誘致 105 

Ⅱ－４ 地域マイクログリッド（小規模電力網）の形成 106 

Ⅱ－５ 100％再エネ利用型開発事業の誘導 107 

Ⅱ－６ 卒ＦＩＴ電力等の地産地消と地域還元 109 

（注）当資料は、令和４年第３回環境審議会の参考資料１を基に作成した資料です。 
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Ⅰ 部門ごとの施策 

＜家庭部門＞ 

Ⅰ－１ 住宅への家庭用燃料電池導入 

住宅に家庭用燃料電池を導入する。 

【区の促進策】 

・補助金等による促進 

 

 

Ⅰ－２ 戸建住宅開口部の断熱リフォーム 

既存の戸建住宅において、窓、ドアを高性能断熱窓、高性能断熱ドアにリフォームすること

で、冷暖房のエネルギー消費を抑制する。 

【区の促進策】 

・補助金等による促進、普及啓発 

 

 

Ⅰ－３ 既存住宅の省エネルギー化 

窓、床、天井、壁の断熱改修、太陽光発電設備、太陽熱利用システム、高効率な空調、給湯

機器の設置などにより省エネ基準に適合する住宅ストックの割合を向上させる。 

【区の促進策】 

・補助金等による促進、普及啓発 

・国、都等の補助金・税控除等の周知 

・卒 FIT電力の有効活用につながる蓄電池導入・ＥＶリフォーム（Ｖ２Ｈ機器の導入）支

援（※参考例参照） 

【区が今後検討する促進策】 

・金融機関と連携した融資あっせん 

・省エネ診断の実施を組み合わせることによる補助率アップ 

 

（参考）卒ＦＩＴ電力の有効活用につながる蓄電池導入・ＥＶリフォーム（Ｖ２Ｈ機器の導入） 

・卒ＦＩＴ後の余剰電力をできる限り多く自家消費できるよう、卒ＦＩＴ設備を有する区民

を対象に、蓄電池の導入、ＥＶリフォーム（Ｖ２Ｈ機器の導入）を支援する。 

・ＥＶリフォーム（Ｖ２Ｈ機器の導入）は、ＥＶやＰＨＶと自宅をＶ２Ｈ機器でつなぎ、Ｅ

Ｖ、ＰＨＶ搭載の大容量バッテリーに蓄えられた電気を、家に戻して有効活用するという

ものである。 

 



99 

 

出典：一般社団法人 次世代自動車振興センター（http://www.cev-pc.or.jp/what_ev/price/） 

 

 

 

Ⅰ－４ 住宅への HEMS 導入 

住宅にＨＥＭＳを設置し、エネルギー利用の最適化を進める。 

【区の促進策】 

・普及啓発 

 

 

Ⅰ－５ 屋上緑化による省エネ 

緑化推進の一環として屋上緑化を促進し、冷房負荷の削減による消費エネルギー削減を図

る。 

【区の促進策】 

・普及啓発 

【区が今後検討する促進策】 

・屋上緑化に対する助成の拡充 

 

 

Ⅰ－６ 再エネ由来の電力購入の促進 

各世帯において再生可能エネルギーで発電した電力の購入を促進する。 

【区の促進策】 

・普及啓発（制度や補助金、各社再エネメニュー、モデルケース等の周知） 

・自治体間連携による自然エネルギー（再エネ由来）の普及啓発 

・再エネ電力メニューへの切替え支援（共同購入支援、再エネポイント設定） 
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出典：「再エネスタート」（環境省）https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/consumer 

 

 

＜産業部門／業務その他部門＞ 

Ⅰ－７ 事業所における再エネ利用推進 

産業部門、業務その他部門の事業所での再エネ電力の購入を促進する。 

【区の促進策】 

・普及啓発 

・せたがや版ＲＥ100の普及 

【区が今後検討する促進策】 

・区の調達、業務発注における優遇措置の設定 

・金融機関と連携した融資への優遇措置の設定 

・再エネリバースオークションの支援（※参考例参照） 

 

（参考）ＭＩＮＡＴＯ再エネオークション（港区） 

・区内事業者や区民の再生可能エネルギー由来の電力への切替えを支援する取組の一つと

して、令和３年 11月から電力リバースオークションの運営会社（株式会社エナーバンク）

と連携協定を締結し、「ＭＩＮＡＴＯ再エネオークション」を運営。 

・港区内に事業所を有する法人・個人事業主が対象で、MINATO 再エネオークション事務局

（株式会社エナーバンク）を通じて再エネオークションを申し込んだ後、各電力会社が提

示した金額や電力プランなどを比較し、契約を検討できる。 

https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/consumer
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出典：港区ホームページ（https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyuondanka/minatosaieneauction.html） 

 

 

 
出典：「再エネスタート」（環境省）https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/ 

 

 

出典：「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーン（東京都）チラシより抜粋 

https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyuondanka/minatosaieneauction.html
https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/
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＜運輸部門＞ 

Ⅰ－８ 自動車ＥＶ化 

区内を走行する自動車が、電気自動車または燃料電池自動車に転換され、電気自動車に供給

する電力、水素はすべて再生可能エネルギーに由来するものに賄われている。 

【区が今後検討する促進策】 

・公用車の原則ＺＥＶ化 

・ＺＥＶ公用車のカーシェアリング 

・太陽光発電・ＥＶセットで導入する家庭への補助、金融機関と連携した太陽光発電・Ｅ

Ｖセットで導入する事業所への融資 

 

 

Ⅰ－９ エコドライブの推進 

自家用車、事業用の車両、公用車の運転時にエコドライブを推進する。 

【区の促進策】 

・区による普及啓発 

 

 

Ⅰ－10 自転車利用の促進 

通勤や買い物等での自動車利用について、自転車利用への転換を促進する。 

【区の促進策】 

・区による普及啓発 

・自転車通行空間の整備 

・自転車シェアリングの普及促進 

 

 

＜廃棄物部門＞ 

Ⅰ－11 食品ロス削減の推進 

区民・事業者が日常生活や事業活動の中で、食費ロスの削減に向けた行動に努めることにより、

家庭や事業所から排出される食品ロスの収集・運搬・処理（廃棄）に係るエネルギーの消費と温

室効果ガスの排出量の削減につなげる。 

【区の促進策】 

・食品ロス削減に関する普及啓発 

・せたがやエコフレンドリーショップの普及促進 
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＜吸収・その他＞ 

Ⅰ－12 都市緑化による吸収【区の施策】 

緑地保全、緑化、公園整備により、都市緑化による吸収量の拡大を図る。 

 

Ⅰ－13 公共施設、民間施設における木材利用促進 

世田谷区公共建築物における木材利用推進方針の発展形として、民間建築物についても国

産木材利用を普及啓発し、利用を促進するとともに、一定規模以上の民間建築物に対し木材

利用の届出または義務付けを制度化する。 

【区が今後検討する促進策】 

 ・環境配慮制度による評価 

 

 

Ⅱ エネルギー全般 

Ⅱ－１ 太陽光発電システム導入ポテンシャルの活用（REPOS 公開データの導入ポテンシャ

ル最大活用ケース） 

商業系建築物および住宅系建築物において、太陽光発電システムを最大限導入する。 

【区が今後検討する促進策】 

・公共・公益系施設新築・改築時の屋根への PV設置の標準化 

・最新ＰＶフィルムの設置促進補助制度 

・商業施設、住宅等におけるＰＰＡ事業（太陽光発電の第三者所有モデル）の促進・マッ

チング支援（※参考例参照） 

 

（参考）ＰＰＡモデルのマッチング支援「京都０円ソーラープラットフォーム事業」   

（京都府・京都市） 

・京都府・京都市は、住宅等への太陽光発電の導入拡大の一環として、ＰＰＡ事業のマッチ

ングを行う「京都０円ソーラープラットフォーム事業」を実施。 

・初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入するビジネスモデルである「０円ソーラープラン」

を提供する事業者をプラットフォームに登録、府民・市民はプラットフォームを通じて希

望するプランの見積を依頼、その後、各社と直接交渉、契約を行う流れとなる。 

・住宅用「０円ソーラープラン」は、初期費用ゼロで太陽光発電設備を設置することのでき

るビジネスモデル。利用者は、ソーラー事業者から太陽光発電設備を長期間リースし、毎

月決まった料金を支払い、発電した電気を消費または電力会社に売り、契約期間終了後は、

設置した設備の無償譲渡を受けることができる。 

・京都府は、府内事業者による施工など一定の要件を満たした０円ソーラープランにより、

太陽光発電設備を導入した府民に対して最大 10万円相当額を０円ソーラー事業者から還

元する支援を実施。 
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出典：京都市ホームページ（https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000276444.html） 

 

 

出典：「再エネスタート」（環境省）https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/howto/01/ 

 

 

 

Ⅱ－２ 建築物省エネ法（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）の基準上乗せ 

建築物省エネ法改正（令和元年５月）により導入された、気候・風土の特殊性を踏まえて地

方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを用い、区の条例により省エネ基準を

上乗せし、建築物の新築等に際した省エネルギー性能の向上、再生可能エネルギー導入を促

進する。 

【区が今後検討する促進策】 

・基準上乗せのための条例制定及び運用 

 

  

https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/howto/01/
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Ⅱ－３ エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスの誘致【区が今後検討する施策】 

ＶＰＰ（バーチャルパワープラント）やＤＲ（デマンドリスポンス）を用いて、一般送配電

事業者、小売電気事業者、需要家、再生可能エネルギー発電事業者といった取引先に対し、

調整力、インバランス回避、電力料金削減、出力抑制回避等の各種サービスを提供する事業

（エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス）を誘致し、区内のエネルギーリソ

ース（太陽光発電、コージェネレーションシステム、家庭用燃料電池、蓄電池、電気自動車）

と、家庭・事業所・公共施設等をつなぎ、エネルギーの効率的な利用を促進する。 

 

（参考）ＶＰＰ（バーチャルパワープラント）のイメージ 

 
出典：資源エネルギー庁ホームページ 

（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/about.html） 
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Ⅱ－４ 地域マイクログリッド（小規模電力網）の形成【区が今後検討する施策】 

区の庁舎及びその近隣にある避難所となっている区有施設（学校等）等に太陽光発電システ

ム及び非常用発電設備、蓄電池を設置するとともに、施設周辺の電力網を災害に伴う停電時

に系統電力から切り離し、公共施設に整備した発電・蓄電システムから電力を供給する。 

 

（参考）千葉県いすみ市・関電工・東京電力パワーグリッドの連携による地域マイクログリ

ッド構築事象のスキーム 

・防災拠点であるいすみ市庁舎および指定避難場所である大原中学校を中心とした約 30 棟

の範囲を対象に、東京電力ＰＧ木更津支社の系統を開閉器で区分した地域マイクログリ

ッドを構築。 

・電源などエネルギー関連設備として、いすみ市庁舎に太陽光発電設備、大原中学校に太陽

光発電設備とＬＰガスエンジン発電設備、蓄電池、需給調整システム（ＥＭＳ）を設置。 

・災害時には、地域マイクログリッドを系統電力網から切り離し、太陽光発電設備等から電

力を供給。2023年２月からの運用開始をめざしている。 

 

 

出典：「地域マイクログリッド構築のてびき」（経済産業省） 
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Ⅱ－５ 100％再エネ利用型開発事業の誘導【区が今後検討する施策】 

住宅メーカー、ディベロッパーに下記のような 100％再エネ利用型のマンション建設・宅地

開発を誘導する。 

・分譲マンションの建設時に再エネ 100％の電力を供給 

・施設に設置した太陽光発電の活用・デマンドコントロール導入 

・分譲住宅開発時に、各戸に太陽光発電設備・蓄電池を設置すると同時に、住宅間での電力

融通を可能とするシステムを導入 

 

（参考）大和ハウス工業による船橋グランオアシスの取組 

・「船橋グランオアシス」では、入居者が利用する電気、共用部や街灯の電気等について、

大和ハウス工業グループの会社が管理・運営する再生可能エネルギー発電所で発電した

電気を購入（非化石証書（トラッキング付）を購入）し、供給。 

・戸建住宅については、一括受電の仕組みを利用して再生可能エネルギー電力を供給すると

ともに、各戸に設置した太陽光発電システムの電力と家庭用リチウムイオン蓄電池の放

電電力を効率よく消費することで、再生可能エネルギーの活用を促進。 

 

＜戸建住宅間の電力融通のスキーム＞ 

 
出典：大和ハウス工業株式会社ホームページ 

（https://www.daiwahouse.co.jp/sustainable/eco/products/2020_9.html）  
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（参考例）スマートホーム・コミュニティ街区整備（さいたま市） 

・さいたま市では、環境負荷の低減やエネルギーセキュリティが確保され、住みやすく、住

民同士のコミュニティ醸成にも寄与する「スマートホーム・コミュニティ」の普及に向け

て、先導的モデル街区の整備に取り組んでいる。 

・浦和美園駅近傍の開発地では、埼玉県住まいづくり協議会所属の住宅事業者３社が協定を

締結し、スマートホーム・コミュニティ街区の整備を推進し、平成 29 年に第１期、平成

31年に第２期の街区のまちびらきを実施。 

・第３期は、太陽光発電事業を得意とする株式会社Ｌｏｏｏｐとともに、環境省補助事業（計

画策定）の採択を受け、電力を実質再エネ 100%で供給する街区を整備。配電設備や蓄電

池、ＥＶ（電気自動車）を集約化したチャージエリアの整備、街区内で発電した電力（太

陽光）を集中管理し、自家消費率向上のために最適制御、ＥＶのカーシェアリングによる

脱炭素交通モデルの構築を行う設備機器を導入。災害等による系統停電時でも街区内の

太陽光・蓄電池・ＥＶにより継続して電力を供給できる、レジリエンスの高い街区が整備

されている。 

 

 
出典：さいたま市ホームページ掲載資料（原典：株式会社Ｌｏｏｏｐ提供資料） 
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Ⅱ－６ 卒 FIT 電力等の地産地消と地域還元【区が今後検討する施策】 

卒ＦＩＴ電力を寄付し、返礼品を入手できる、ふるさと納税型の仕組みも一部で運用されて

いる。（参考例：「えねちょ」） 

 

（参考例）卒ＦＩＴ電力の寄付を通じた地域貢献「えねちょ」 

・「えねちょ」は、卒ＦＩＴ電力を自治体が出資する地域新電力会社に寄付し、地域内で使

ってもらう仕組み。 

・地域新電力がある地域のオーナーは、「えねちょ」に参画している地域新電力を選び、卒

ＦＩＴ電力を無償で寄付する。地域によっては電力量に応じて、肉や海産物などの特産品

や地域内で使える感謝券が返礼品として贈られる。地域新電力がない地域については、

「えねちょ」運営事業者が提携する電力会社でいったん引き受けて地域に供給、寄付した

電力量に応じて厳選された地域の特産品と交換できるポイントが得られる。 

 

出典：株式会社トラストバンクホームページ（https://www.trustbank.co.jp/tbbase/local/tbbase019/） 

 

 

出典：「「とちょう電力プラン」の概要」（東京都）

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/08/06/12.html  

https://www.trustbank.co.jp/tbbase/local/tbbase019/
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資料６ 語句説明 

 

【あ】 

一般廃棄物 

産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物は「ご

み」と「し尿」に分類され、「ごみ」は商店、オ

フィス、レストラン等の事業活動による「事業

系ごみ」と一般家庭の日常生活による「家庭ご

み」に分類される。 

ウォームシェア 

冬季に一人ひとりが個別に暖房を使うので

はなく、家族や友人・知人で１つの部屋に集ま

ることや、暖房を止めて暖かい場所に出かける

ことでエネルギーの節約につなげる取組み。 

エコ・チューニング 

業務用の建築物などから排出される温室効

果ガス削減のため、建築物の快適性や生産性を

確保しつつ、設備機器・システムの適切な運用

改善等を行うこと。 

エコドライブ 

温室効果ガスの１つであるＣＯ２や大気汚染

の原因となる窒素酸化物（ＮＯｘ）、粒子状物

質(ＰＭ)等を減らすため、環境に配慮して自動

車を運転すること。具体的には、急発進、急加

速をせず一定の速度での走行を心掛ける、空ぶ

かしをしない、アイドリングストップを行う等

があげられる。 

エシカル消費 

消費者それぞれが各自にとっての社会的課

題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組

む事業者を応援しながら消費活動を行うこと。

エコ商品、リサイクル製品、資源保護等に関す

る認証がある商品など環境へのほか、障害者支

援につながる商品やフェアトレード商品、寄付

付きの商品の購入、地産地消などもエシカル消

費の一部である。 

エネルギー消費量 

原油、石炭、天然ガス等の各種エネルギーが

電気や石油製品等に形を変えて最終的に消費

者に使用されるエネルギーの量。 

エネルギー基本計画 

エネルギー政策の基本的な方向性を示すた

め、エネルギー政策基本法に基づき政府が策定

する計画。第六次計画は、「2050年カーボンニ

ュートラル」や新たな温室効果ガス排出削減目

標の実現に向けたエネルギー政策の道筋を示

すこと、気候変動対策を進めながら、日本のエ

ネルギー需給構造が抱える課題の克服に向け、

安全性の確保を大前提に安定供給の確保やエ

ネルギーコストの低減に向けた取組みを示す

ことの２つを重要なテーマとして策定された。 

温室効果ガス 

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収

し再放出する気体。地球温暖化対策の推進に関

する法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二

窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフル

オロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素

の７物質を温室効果ガスとしている。 

 

【か】 

カーシェアリング 

複数の人が自動車を共同で保有して、交互に

利用すること。個人で所有するマイカーに対し、

自動車の新しい所有・使用形態を提唱。走行距

離や利用時間に応じて課金されるため、適正な

自動車利用を促し、公共交通など自動車以外の

移動手段の活用を促すとされる。自動車への過

度の依存が生んだ環境負荷の軽減や、交通渋滞

の緩和、駐車場問題の解決、公共交通の活性化

などが期待される。 

化石燃料 

石炭、石油、天然ガスなどのこと。動植物な

どの死骸が地中に堆積し、長い年月をかけて地

圧・地熱などにより変成されてできたものであ

り、人間の経済活動で燃料として用いられるも

のの総称。 
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カーボンオフセット 

自らの日常生活や企業活動等による温室効

果ガス排出量のうち削減が困難な量の全部又

は一部を、ほかの場所で実現した温室効果ガス

の排出削減や森林の吸収等をもって相殺する

(埋め合わせる)活動。 

カーボンニュートラル 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの

排出量から、植林、森林管理などによる吸収量

を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。 

カーボンフットプリント 

商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサ

イクルに至るまでのライフサイクル全体を通

して排出される温室効果ガスの排出量をＣＯ２

換算して、商品やサービスに分かりやすく表示

する仕組みのこと。事業者と消費者の間でＣＯ

２排出量削減行動に関する「気づき」を共有す

るとともに、「見える化」された情報を用いて、

事業者がサプライチェーンを構成する企業間

で協力して更なるＣＯ２排出量削減を推進する

こと、消費者がより低炭素な消費生活へ自ら変

革していくことをめざしている。 

環境負荷 

人の活動により環境に加えられる影響で、環

境を保全するうえで支障をきたす恐れのある

もの。工場からの排水、排ガス、家庭からの排

水、ごみの排出、自動車の排気ガス、家庭や事

業所でのエネルギー消費など、事業活動や日常

生活が与える環境への影響。 

環境マネジメントシステム 

事業者が自主的に環境保全に関する取組み

を進めるにあたり、環境に関する方針や目標等

を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組ん

でいく「環境マネジメント」を行うための工場

や事業所内の体制・手続等の仕組み。 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ） 

1988年に、国連環境計画（ＵＮＥＰ）と世界

気象機関（ＷＭＯ）により設立された機関。世

界の政策決定者に対し、正確でバランスの取れ

た科学的知見を提供し、気候変動枠組条約の活

動を支援する。５～７年ごとに地球温暖化につ

いて網羅的に評価した評価報告書を発表する

とともに、適宜、特別報告書や技術報告書、方

法論報告書を発表している。 

クールシェア 

夏季に一人ひとりが個別に冷房を使うので

はなく、家族や友人・知人で１つの部屋に集ま

ることや、冷房を止めて涼しい場所に出かける

ことでエネルギーの節約につなげる取組み。 

クールチョイス 

ＣＯ２などの温室効果ガスの排出量削減のた

めに、脱炭素社会づくりに貢献する「製品への

買換え」、「サービスの利用」、「ライフスタイル

の選択」など、日々の生活の中で、あらゆる「賢

い選択」をしていこうという取組み。 

クールビズ 

冷房時のオフィスの室温を高めにした場合

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。ノー上着

等の軽装スタイルがその代表。 

グリーンインフラ 

みどりが持つ様々な機能を目的に応じて活

用し、安全で快適な都市の環境を守り、街の魅

力を高める社会基盤のこと。公園緑地、住宅、

道路、河川、農地などの様々なみどりが、ヒー

トアイランド現象の緩和、生物多様性の保全、

風景づくり、防災・減災、雨水の貯留・浸透、

水質浄化、地下水涵養などの機能を発揮する。 

グリーン購入 

製品やサービスを購入する際に、その必要性

を十分に考慮し、購入が必要な場合には、でき

る限り環境への負荷が少ないもの（例：エコマ

ーク商品）を優先的に購入すること。 

グリーンリカバリー 

世界の経済、社会、人の暮らしに大きな影響

を及ぼしている新型コロナウイルス感染症に

よる「コロナ禍」からの復興にあたって、地球

温暖化の防止や生物多様性の保全を実現し、よ

りよい未来を目指していくことをめざす取組

みのこと。 
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【さ】 

再生可能エネルギー 

エネルギー源として永続的に利用すること

ができる再生可能エネルギー源を利用するこ

とにより生じるエネルギーの総称。具体的には、

太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマ

スなどをエネルギー源として利用することを

指す。 

再エネリバースオークション 

競り下げ方式により、再エネ電気の最低価格

を提示する販売者（小売電気事業者）を選定で

きる方法のこと。一般的なオークションとは逆

に、販売者である小売電気事業者は低い電力単

価を入札することで落札できるため、その結果、

需要家（企業、自治体）は再エネ電気をより低

廉な価格で購入することが可能となる。 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

国連持続可能な開発会議（リオ＋20）で提唱

された「環境・経済・社会の３側面統合」とミ

レニアム開発目標（ＭＤＧｓ）の流れを受けた

持続可能な開発に関する 2030 年の世界目標。

17ゴール、169ターゲットから構成され、2015

年９月、国連総会で持続可能な開発目標(ＳＤ

Ｇｓ)を中核とする「2030アジェンダ」が採択

された。 

省エネ診断 

現状のエネルギー使用量、施設や機器の運用

状況等を調査し、それぞれの施設にあった省エ

ネルギー対策を提案するもの。省エネルギーセ

ンターや東京都地球温暖化防止活動推進セン

ターが無料の省エネ診断を実施している。 

省エネルギー住宅 

壁や床、天井に高性能の断熱材を入れ、家全

体の気密性を高めることにより、冷暖房使用時

に室内の空気が外に逃げないようにしたり、高

効率給湯器を使うことにより、エネルギー消費

量を減らすことができる住宅。 

この概念をさらに発展させたものとして、環

境配慮型住宅やＬＣＣＭ住宅（ライフ・サイク

ル・カーボン・マイナス住宅）がある。 

環境配慮住宅は、地球環境を保全するという

観点から、エネルギー資源への配慮や、周辺環

境との調和を考え、さらに住まう人が健康で快

適に暮らせるように工夫された住宅である。ま

た、ＬＣＣＭ住宅は、住宅の建設・運用・解体・

廃棄までのライフサイクルで排出するＣＯ２を

徹底的に減少させるさまざまな技術の導入と、

それらを使いこなす省エネ型生活行動を前提

とした上で、太陽光、太陽熱、バイオマスなど

の再生可能エネルギーの利用により、ライフサ

イクル全体でのＣＯ２収支がマイナスとなる住

宅をいう。 

省エネルギーラベル 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律

（省エネ法）で定められた製品個々の省エネ性

能が、目標基準を達成しているかを表すラベル。

製品を選択するときの参考になる。 

水素エネルギー 

燃料電池を使って水素と酸素の化学反応を

利用して発電し、燃焼を伴わずに電気に変換す

ることが可能なエネルギー。次世代エネルギー

として我が国が推進している。 

水素ステーション 

主に燃料電池自動車（ＦＣＶ）へ高純度水素

を供給する設備のこと。方式によりオンサイト

方式、オフサイト方式、移動式の３つに大別さ

れる。 

スマートメーター 

毎月の電気使用状況の「見える化」を可能に

する電力量計。スマートメーターの導入により、

電気料金メニューの多様化や社会全体の省エ

ネ化への寄与、電力供給における将来的な設備

投資の抑制等が期待される。 

生物多様性 

多くの種類の生物が存在し、それらが互いに

つながり合っていること。この生物のつながり

により、豊かな生態系が保たれている。生物多

様性は、「生態系の多様性」、「種の多様性」、「遺

伝子の多様性」の３つの多様性から成り立つ。

生態系の多様性は山・里・川・海など多くの自

然環境があること、種の多様性は動植物から微

生物にいたるまで多くの生物がいること、遺伝
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子の多様性は同じ生物でも異なる遺伝子を持

つことにより色・形・模様などに多くの個性が

あることをいう。 

卒ＦＩＴ電力 

2009年 11月に始まった「余剰電力買取制度」

と、この制度を引き継いで 2012 年７月から始

まった「再生可能エネルギーの固定価格買取制

度」（ＦＩＴ）による買取期間（住宅用太陽光

発電の場合 10年間）が満了した電力のこと。 

 

【た】 

太陽光発電 

太陽光によって発電を行う方法。シリコン、

ヒ素ガリウム、硫化カドミウム等の半導体に光

を照射することにより電力が生じる性質を利

用している。 

太陽熱利用設備 

太陽の光エネルギーを熱に変えて利用する

設備であり、再生可能エネルギーの利用設備の

一つ。 

ＣＯ２排出量が少ないクリーンなシステムで

あり、同設備の導入により、冷暖房や給湯のた

めのエネルギーの削減やＣＯ２排出量の削減を

図ることが可能となる。 

脱炭素社会 

人の活動に伴って発生する温室効果ガスの

排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収

される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が

保たれた社会。 

地下水涵養 

雨水や河川水などが地下に浸透して帯水層

に水が供給されること。 

なお、帯水層は、地下水を蓄えている地層で

あり、通常は粘土などの不透水層（水が流れに

くい地層）にはさまれた、砂や礫（れき）から

なる多孔質浸透性の地層（空隙が多く水の流れ

やすい地層）をさす。 

地球温暖化対策計画 

地球温暖化対策の推進に関する法律第８条

に基づき、総合的かつ計画的に地球温暖化対策

を推進するため、温室効果ガスの排出抑制・吸

収の目標、事業者・国民等が講ずべき措置に関

する具体的事項、目標達成のために国・地方公

共団体が講ずべき施策等について国が定める

計画。 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

地球温暖化対策を推進するための法律であ

り、地球温暖化対策計画の策定、地域協議会の

設置等の国民の取組を強化するための措置、温

室効果ガス排出量算定・報告・公表制度などに

ついて定めている。 

地方公共団体実行計画 

地球温暖化対策推進法第 21 条第１項におい

て、都道府県及び市町村は、地球温暖化対策計

画に即して、自らの事務及び事業に関し、温室

効果ガス の排出の量の削減等のための措置に

関する計画（いわゆる「事務事業編」）を策定

し実施することが義務付けられている。 

同条第３項では、都道府県、指定都市、中核

市及び施行時特例市は、地域の自然的社会的条

件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減 等

を行うための施策に関する事項を定める計画

（地方公共団体実行計画（区域施策編））を策

定することが義務付けられている。また、同条

第４項において、その他の市町村についても、

地方公共団体実行計画（区域施策編）を策定す

るよう努めることが求められている。 

適応策 

地球温暖化の影響に対して自然や人間社会

のあり方を調整すること。地球温暖化による地

域におけるリスクを把握し、地域特性に適した

社会インフラを整備すること等がある。「適応

策」に対して、地球温暖化の原因となる温室効

果ガスの排出を抑制するための対策を「緩和策」

という。 
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【な】 

日本の約束草案 

ＣＯＰ21 に先立って日本が提出した、2020

年以降の温室効果ガス削減に向けた我が国の

目標。 

燃料電池 

水素と酸素を化学的に反応させて水ととも

に電気を取り出すシステム。排出ガスが極めて

クリーンで、発電効率が高く、発電の際に発生

する熱が給湯・暖房などに利用できる。 

 

【は】 

バイオマス 

再生可能な生物由来の有機性資源で化石資

源を除いたもの。廃棄物系バイオマスとしては、

廃棄される紙、家畜排せつ物、食品廃棄物、建

設発生木材、黒液、下水汚泥などがある。主な

活用方法としては、農業分野における飼肥料と

しての利用や汚泥のレンガ原料としての利用

があるほか、燃焼して発電を行ったり、アルコ

ール発酵、メタン発酵などによる燃料化などの

エネルギー利用などもある。 

ハザードマップ 

自然災害による被害の軽減や防災対策に使

用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難

経路などの防災関係施設の位置などを表示し

た地図のこと。 

パリ協定 

2015年 12月にフランス・パリで開催された

気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（ＣＯＰ

21）で採択された協定。先進国・途上国の区別

なく、温室効果ガス削減に向けて自国の決定す

る目標を提出し、目標達成に向けた取組みを実

施すること等を規定した。歴史上初めて全ての

国が参加する公平な合意であり、今世紀後半に

温室効果ガスの人為的な排出量と吸収源によ

る除去量との均衡を達成することをめざして

いる。 

ヒートアイランド 

都市域において、人工物の増加、地表面のコ

ンクリートやアスファルトによる被覆の増加、

それに伴う自然的な土地の被覆の減少、さらに

冷暖房などの人工排熱の増加により、地表面の

熱収支バランスが変化し、都心域の気温が郊外

に比べて高くなる現象をいう。都市及びその周

辺の地上気温分布において、等温線が都心部を

中心として島状に市街地を取り巻いている状

態により把握することができるため、ヒートア

イランド（熱の島）といわれる。 

対策として、緑地や農地の保全、緑化の推進、

道路舗装の工夫などが有効とされる。 

ヒートショック 

急激な温度変化が体に及ぼす影響のこと。血

圧や脈拍が急変動することで深刻な事態につ

ながるケースがある。 

プラスチック・スマート 

世界的な海洋プラスチック問題の解決に向

けて、個人・自治体・ＮＧＯ・企業・研究機関

など幅広い主体が連携協働して取組みを進め

ることを後押しするため、環境省が立ち上げた

キャンペーン。 

 

【ま】 

見える化 

商品やサービスの製造や利用に伴って排出

される温室効果ガスを定量的に示し、可視化し

ようという取組み。「見える化」の手法として

スマートメーターの設置や環境家計簿などが

ある。 

 

【ら】 

緑被率 

緑が地表を被う部分（樹木、草地、農地、屋

上緑地）の面積が地域全体に占める割合。 

レインガーデン 

降雨時に雨水を一時的に貯留し、時間をかけ

て地下に浸透させる透水型の窪地や植栽帯。 
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【英字】 

ＢＥＬＳ 

国土交通省が示した「非住宅建築物に係る省

エネルギー性能の表示のための評価ガイドラ

イン（2013）」に基づき、建築物の省エネルギ

ー性能を表示する第三者認証制度。Building 

Energy-efficiency Labeling Systemの略称。 

ＢＥＭＳ 

Building Energy Management System（ビル

向けエネルギー管理システム）。 

業務用ビルなどの建物において、建物全体の

エネルギー設備を総合的に監視し、自動制御す

ることにより、省エネルギー化や運用の最適化

を行う管理システムのこと。 

ＣＡＳＢＥＥ 

Comprehensive Assessment System for 

Built Environment Efficiency（建築物総合環

境性能評価手法）。 

産学官共同で開発された、住宅・建築物の居

住性（室内環境）の向上と地球環境への負荷の

低減等を、総合的な環境性能として一体的に評

価を行い、評価結果を分かりやすい指標として

示す評価システム。 

ＣＯＰ 

Conference of the Parties（条約の締約国

会議）。気候変動枠組条約などで使われること

が多い。 

ＥＳＣＯ 

Energy Service Company（ビルや工場の省エ

ネ化に必要な、「技術」・「設備」・「人材」・「資

金」などのすべてを包括的に提供するサービ

ス）。 

ＥＳＣＯ事業は、省エネ効果をＥＳＣＯが保

証するとともに、省エネルギー改修に要した投

資・金利返済・ＥＳＣＯの経費等が、すべて省

エネルギーによる経費削減分でまかなわれる

ため、導入企業における新たな経済的負担はな

く、契約期間終了後の経費削減分はすべて顧客

の利益となる。 

 

ＥＳＧ、ＥＳＧ投資 

従 来 の 財 務 情 報 だ け で な く 、 環 境

（Environment）、社会（Social）、ガバナンス

（Governance）の要素も考慮した投資のこと。 

大きな資産を超長期で運用する機関投資家

を中心に、企業経営のサステナビリティを評価

するという概念が普及し、気候変動などを念頭

においた長期的なリスクマネジメントや、企業

の新たな収益創出の機会を評価するベンチマ

ークとして、ＳＤＧｓと合わせて注目されてい

る。 

ＨＥＭＳ 

Home Energy Management System（家庭用の

エネルギー管理システム）。 

一般住宅において、電気やガスなどのエネル

ギー使用状況を適切に把握・管理し、削減につ

なげる仕組み。ＨＥＭＳでは、家庭内の発電量

（ソーラーパネルや燃料電池等）と消費量（家

電製品等）をリアルタイムで把握して、電気自

動車等のリチウムイオンバッテリーなどで蓄

電することで細かな電力管理を行う。 

ＬＰＧ 

Liquefied Petroleum Gas（液化石油ガス）。 

プロパンやブタンなどの比較的液化しやす

いガスの総称。液化すると体積は気体の 1/250

になる。主成分がプロパンの場合はプロパンガ

ス、ブタンの場合はブタンガスと呼ばれる。一

般家庭で使われるプロパンガスボンベの中身

はプロパンに圧力をかけて液化したもの、100

円ライターの中の液体はブタンに圧力をかけ

て液化したもの。 

ＰＰＡモデル 

ＰＰＡ（Power Purchase Agreement）とは、

企業・自治体などが保有する施設の屋根や遊休

地を事業者が借り、無償で発電設備を設置し、

発電した電気を企業・自治体などが施設で使う

仕組みのことで、電気料金とＣＯ２排出の削減

ができる。設備の所有は第三者（事業者または

別の出資者）が持つ形となるため、設備を保有

することなく再エネ利用が実現できる。 
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ＺＥＢ 

室内外の環境品質を低下させることなく、再

生可能エネルギーの利用や高い断熱性能と高

効率設備による可能な限りの省エネルギー化

により、年間での一次エネルギー消費量が正味

でゼロ、又は概ねゼロとなる建築物のこと。 

ＺＥＨ 

室内外の環境品質を低下させることなく、再

生可能エネルギーの利用や高い断熱性能と高

効率設備による可能な限りの省エネルギー化

により、年間での一次エネルギー消費量が正味

でゼロ、又は概ねゼロとなる住宅のこと。 

ＺＥＶ 

走行時に二酸化炭素等の排出ガスを出さな

い電気自動車（ＥＶ）や燃料電池自動車（ＦＣ

Ｖ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）

のこと。狭義には、ガソリンを使わないことに

より、ＣＯ２だけでなく、大気汚染の原因とな

るＮＯｘ、ＳＯｘなども含め、排出ガスを一切

出さない電気自動車や燃料電池車を指す。 

政府は、運輸部門からの二酸化炭素削減のた

め、ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグ

インハイブリッド自動車、燃料電池自動車、ク

リーンディーゼル自動車等 を「次世代自動車」

と定め、2030 年までに新車販売の５～７割を

次世代自動車とする目標を掲げている。 

 

 



 

（奥付） 

 



令和 ４年 １１ 月 ８ 日 

環 境 政 策 部 

環 境 計 画 課 

 

「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）」に関する区民説明会実施結果について 

 

１．日  時 

令和４年９月７日（水）午後６時３０分～８時５５分 

 

２．申込者数 

４８名 

 

３．参加者数 

２９名 

 

４．主な意見 

■区民への情報発信、働きかけ 

・区民が自ら学べる場や機会、学ぶためのツール（動画等）を充実してほしい。 

・次世代の教育も大切だが、現役世代の意識を変えていくことが必要。 

・削減量を個人、小規模な事業所が認識できるようサポートする仕組みが必要。 

■区民の参画、協働 

・気候市民会議を世田谷でも開催してほしい。 

・まちづくりに取組む団体同士の横のつながりをつくる機会を設けてほしい。 

■削減目標 

・中期目標が 57.1％と設定されているが、算定根拠を見ると過小評価と感じる。もっと

高い削減目標を掲げるべき。 

■施策・取組 

○施策全般について 

・世田谷区ならではの特色ある施策を打ち出してほしい。 

・区の制度についての相談窓口を設置してほしい。 

○家庭部門の対策について 

・既存の団地、マンションへの対策が極めて重要である。 

・マンションへの太陽光発電設置に関する合意形成等を支援する人材が必要。 

○業務その他部門の対策について 

・地球温暖化適応策に関して、区内企業による新しいビジネスモデル、技術の開発を区

が後押ししてほしい。 

・エコフレンドリーショップが、商店街復興の仕掛けになることを期待している。 

○まちづくりについて 

・歩いて楽しい街、歩く人にとってよい街づくりをめざしてほしい。 

審議資料１－６ 



○ＺＥＶの普及について 

・電気自動車の充電インフラ整備への支援を検討いただきたい。 

○みどり、グリーンインフラについて 

・気候変動適応の観点から、グリーンインフラの取組みは重要。従来のグリーンインフ

ラとのハイブリッドが有効ではないか。 

・体験学習を通じてグリーンインフラの構築に区民が関わる仕組み、学んだことを広め

ていける仕組みをつくってほしい。 

・緑化の一環として、農地・緑地の保全が重要である。農を通じて食や自然、生物につ

いて学ぶ場を増やしてほしい。 

・農地の保全のため、週末に農業をやりたい人を農家の方が指導する取組みや、砧をみ

どり特区にすることについて検討してほしい。 

・暗渠化した河川・水路を部分的に明渠に戻す取組みを推進してほしい。 

■区の推進体制等について 

・気候危機対策会議が主導権を持って施策・取組みの進捗管理をすべき。 

・施策を実施するにあたっての予算的裏付けについて、気候危機対策基金も含めて、し

っかりと確保・活用してほしい。 

・対策を担う専門職の育成、民間人材の登用を検討してはどうか。 

・環境政策部門の区の担当者の人事配置について、2030年度までの在任期間とするなど

の特別措置を検討してほしい。 

 



令和４年１１月８ 日 

環 境 政 策 部 

環 境 計 画 課 

 

「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画（素案）」に対する区民意見募集結果概要について 

 

１ 意見募集期間 

令和４年９月１５日～１０月６日 

 

２ 意見提出人数   

３９人（うち複数意見を出された方 １５人） 

（内訳）      

ホームページ 封書 持参 ファクシミリ はがき 合計 

３６ ２ １ ０ ０ ３９ 

 

３ 意見件数  

１２３件 

（意見の内訳） 

項目 件数 

計画全般 ３件 

第１章 計画策定の基本的事項 １件 

第２章 世田谷区の温室効果ガスの排出状況 ５件 

第３章 計画の目標 ４０件 

第４章 温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策 ６６件 

第５章 計画の推進、進捗管理 ７件 

その他 １件 

合計 １２３件 

   

  その他、各分野個別意見については、関係所管にご意見をお伝えしました 

 

４ 主な意見 

 〇計画の目標（この件に関する意見数：３３件） 

 ・温室効果ガス排出量削減目標値の引き上げについて、26.3％から 57.1％というのは素

晴らしい。要望として、やはりもう一歩の 65％以上削減目標として、他自治体をリー

ドし、都や日本全体への良い刺激を与えていただきたい。 

審議資料１－７ 



〇エネルギー（この件に関する意見数：１５件） 

 ・地方の森林資源の有効活動、熱源利用による地域活性化に大きく貢献することから、

より積極的な地方自治体との連携によるバイオマス発電を推進する。 

 ・現状では、太陽光発電のパネルを設置している家がほぼ無い。世田谷区において再エ

ネ利用の方法は、太陽光発電を各家庭が屋根にパネルを設置して利用することだと思

うが、具体的に実現する対策を示して頂きたい。 

 〇住宅・建物（この件に関する意見数：８件） 

 ・環境配慮型住宅リノベーションのプログラムの見直しを含む、既存住宅の省エネルギ

ー化の推進を徹底すること。 

 〇みどり（この件に関する意見数：１３件） 

 ・新築時は、いろいろなよい事例を実践するのに最適のタイミングである。所与の条件

下で最大のみどり率を確保するため、あらゆる手を尽くすべきだ。 

 〇ごみ減量・資源循環（この件に関する意見数：８件） 

・即効性があるのは各家庭の生ごみの削減だと思う。現状では、ゴミを減らすインセン

ティブはなく、もう少しコンポストを支援する、ゴミを減らすことへの意欲を掻き立

てる施策がないと広がらないと思う。空き地や公園にコンポスト BOXなどを設置する

ことも必要。 

 〇その他 

・世田谷の課題解決に繋がる一体的な取り組みを重点として行うこと。温暖化だけでな

く、「震災に強い街づくり」「住宅地の狭い道路での安全対策」も課題である。世田谷

の住宅の中心は共同集宅（特に古い団地）であり、モデル地区を指定して、建物の省

エネ・創エネ・畜エネ化と、歩行者・自転車優先道路をセットとした一体型の街づく

りを、老朽化団地の建替え時に進め、「脱炭素先進地域」のモデルにしてはいかがか。 

・100人規模の気候市民会議を世田谷区にも設置すること。 

・計画素案第４章 温室効果ガス排出抑制等に関する対策・施策について、各項目とも具

体的で素晴らしい。あとはいかにやってもらうかの点が今後の目標を具体化する段階

で明確になるとよい。ぜひ住民を巻き込んで流れづくりをしてほしい。 

 ・施策体系に関して、地球温暖化対策は、「緩和」と「適応」に大別できることから市民

の認識を高めることが必要だと思う。計画素案に図示された取組みはどれも大切だが、

重要度が浮かび上がるような図示の仕方を工夫すべきだと思う。個人的には、「環境教

育・環境学習」こそ、最重要課題に位置付けられるべきだと思う。「緩和」と「適応」

の概念、その具体策は、全世代がその世代なりの仕方で把握しなければならない。 

 ・区役所が使用する公用車の EV 化を徹底するため、2030 年に 100％EV 化の年次計画

を策定し、達成度合いについて毎年公表する。 
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令和４年１１月８日 

 環境政策部環境計画課  

 

環境審議会におけるこれまでのご意見について 

 

●二酸化炭素排出量の削減・吸収 

  ・二酸化炭素排出量ゼロとは具体的にどういうことを想定しているのか。 

   ⇒（環境計画課長）省エネ・再エネの取組みを進めるだけでなく、みどりの保全等

により達成していくことを想定している。 

  ・同時解決という考え方が重要である。二酸化炭素の排出削減だけでなく、協働や教

育などとの同時解決につなげてほしい。 

  ・現在の「削減」からプラスマイナスゼロにしていくということだが、どういうプロ

セスで実質ゼロとしていくつもりなのか。 

   ⇒（環境計画課長）審議会で議論していただきながら進めていく。一つの方策とし

ては、川場村の森林保全やカーボンオフセットなど自治体間連携を踏まえた方策

も考えられると思う。 

  ・「削減のための活動をした」という事実だけでなく、どのくらい対策したらどのくら

いの削減につながるのか、そういうものを示していけるとよい。 

  ・二酸化炭素排出量の「削減」という表現はよく出てくる。「吸収」も重要であるの

で、みどりの保全と創出を進めてほしい。 

  ・二酸化炭素の吸収の試算であるが、１本の木があるとどの程度か、そういうことが

わかるとよい。 

  ・温室効果ガス削減量の検討について、積み上げ案とバックキャスティング案を常に

並べてみて、積み上げをバックキャスティングに近づけていくことが、計画論とし

て分かりやすい。 

・計画の方向性は間違っていないと思う。削減量の試算結果から、光明は見えている

と感じている。環境保全と経済が対立軸ではないことを広く発信していくことが重

要である。 

・ＣＯ２排出量を部門ごとに積み上げた折れ線グラフがあって、これを各部門でどの

程度減らせば達成されるのかがわかるダイアグラムが資料の序盤にあると、区民の

皆さんにも分かりやすく、協力を得やすいと思う。 

 

●めざす将来像 

  ・「自然の恵みを活かして小さなエネルギーで豊かに暮らす」を区民がどう感じるかだ

と思う。農山村地域ならぴったりだと思うが、世田谷区という住宅地の暮らしの中

で都市部の大事な自然の恵みを活かすという主旨の言葉に変更できないか。「再生可

能エネルギー」という言葉を出してもいいのかと感じた。 

  ・「自然の恵みを活かして小さなエネルギーで豊かに暮らす」は、現行計画の将来像で

ある。それを引き継ぐということかと思うが、見直しに当たって変えても構わない

参考資料１ 
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と思う。温暖化対策の技術的な要点は、省エネを進め、残ったエネルギーを再エネ

ルギーに転換していくことに尽きる。世田谷区は大きなまちではあるが、あえて自

然の豊かさを打ち出したと思うが。 

  ・「実質ゼロ」なので、排出と吸収でプラマイゼロにしていくことかと思う。資料を見

ると、出す方をいかに少なくするかを考えていると思うが、吸収についてもう少し

考えていくことが必要だが、あまり言及されていない。具体的な議論に入れていっ

てほしい。「自然の恵みを活かした」の中に吸収も入っていると思う。世田谷らしい

部分なので、そのあたりももう少し書き込んだほうがよい。 

  ・世田谷らしいスタイリッシュなことばに変えていくべきだと思う。そのために、 世

田谷らしいライフスタイルが何なのかを考えていかなければならない。 

  ・「自然の恵みを生かして小さなエネルギーで・・」は漠然としていてわかりづらい

し、農村感があり、世田谷らしくない。世田谷らしい自然との共創で、といった言

葉が入るとよい。小さなエネルギーは、小水力発電を想起する。世田谷らしさを書

いた方がいいと思う。 

 

  ・計画素案 38ページ（令和４年第３回環境審議会審議資料１－８）の「世田谷区のめ

ざす将来像」については、脱炭素につながるまちとあるが、つなげるのほうがよい

のではないか。 

  ・脱炭素につながるまちは、表現が少し硬い気がする。ＣＯ２を減らすまちなどはど

うか。 

 

●地球温暖化適応策 

  ・二酸化炭素排出量の抑制はもちろん大事であるが、昨年の台風被害などもあり、世

田谷区における適応策の大切さが一層増している。適応策は防災や都市整備などの

関連もあるが、どのように記載していくのか。 

   ⇒（環境計画課長）気候変動適応法に定める計画に位置付ける。その中で、豪雨対

策やヒートアイランド対策などを明記していく。 

  ・適応策のボリュームとしては、現計画は２ページ程度であるが、そのボリュームを

増やしていくという認識でよいか。 

   ⇒（環境計画課長）その通りです。 

・グリーンインフラと関連するが、自然面を大事にすることは都市環境改善の意味で

重要である。地表面の温度を抑え、結果としてゲリラ豪雨対策にもつながってい

く。 

・グリーンインフラは大変すばらしいアイデアであるが、一般の人たちと話すと認識

されていない。もっと啓発が必要である。 

・グリーンインフラの関係は非常に興味深く、ぜひ進めていくようにという意見があ

ったが、区民に分かりやすくするという点が必要である。例えば資料にイラストを

上手く使いながら区民に理解いただくこと、それが日常生活にどのように関わって

くるのか、樹木が１本あること、このくらいの面積のみどりがあるとどのくらいＣ
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Ｏ２減るのかといったことが分かるとよい。二酸化炭素排出量実質ゼロの説明に森

林という言葉が出ているが、区内ではむしろ樹林ではないか。そういった身近なと

ころに置き換えていくことが必要である。 

・グリーンインフラの言葉の使い方が、資料によって異なり、分かりづらい。様々な

ものが該当するとは思うが、何を称してグリーンインフラと区は定義しているの

か。言葉の使い方を検討すべきである。 

・グリーンインフラをもっと区民が自分たちのものとして見える形にすべきである。

広報で特集すると分かりやすいのではないか。 

・豪雨対策については、災害対策として、雨水流出の時間を稼ぐという意味で浸透、

貯留を進めているが、一方で緑化等を通じてグリーンをもっと有効に使おうという

施策も進めている。同じ水を活用するという意味で、これらの間を埋め、両者の橋

渡しをする施策を考えてほしい。 

 

●省エネルギー 

 ・世田谷区は住宅が多いことが特徴であり、一方コロナの影響で価値観の多様化も進

んでいる。省エネと言いながら、換気したり、テレワークの増加により、個々のエ

ネルギー消費は増加している。一方、震災の時は１か所に集まってシェアするとい

う流れであった。こういったことに対応できるようになることが必要になる。 

・省エネポイントアクションの指標については、家族レベルでのライフスタイルがど

のくらい省エネに関わるのかが伝わり、興味深い。自ら目標設定をし、評価をする

各個人の取組みは大事である。こういったソフトの取組みが今後は重要になると考

えている。 

・省エネポイントアクションの実績については、例えば学生が結果を分析してみては

いかがか。気温や在宅時間など、ある家庭を取り巻く状況が変わっていった中で、

どのように数字が増減するのかが分かるとよい。 

・環境配慮型住宅リノベーション事業について、ハウスメーカーが家を建てるとき

に、個人の施主にきちんと説明されていないのではないか。個人への見える化がな

されるとよい。 

・降水だけでなく、節水も間接的にＣＯ２削減に貢献する。水についてもしっかり議

論した方がよい。 

 ・新築建築物の対策はとりやすいと思うが、既存の建築の対策をぜひ進めてほしい。

国全体で新築は減り、中古の流通が盛んになっていく流れは明らかである。中古の

流通時にリフォームがなされるので、そのタイミングで省エネ対策をとってもらえ

るとよい。具体策は今後一緒に考えていけるとよい。 

 

●道路・交通・まちづくり 

 ・世田谷区は幹線道路が多いかと思う。車への対策を区としてどこまで実施するか、

という観点も必要になる。 

・コロナの関連で自転車の利用者が増加し、国道２４６にも多くの利用者がいる。２
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４６や世田谷通り等の車線を変えていくなど、自転車利用を正式に位置付けていた

だきたい。 

・駐輪場もかなり混雑しているので、ぜひ整備を進めてほしい。 

・コロナで車の利用も増加している。このことについてもどう対応していくか検討が

必要である。 

・区民・事業者の環境配慮行動の促進を、道路や公園を含む都市のインフラや、土地

利用の観点から進められるとよい。例えば、なるべく歩ける街づくりや、土地の被

覆をアスファルト等から土に戻すことや、道路を一方通行にして歩行空間を確保す

ることや、グリーンインフラの導入など、都市部局との連携で進めてほしい。 

・ＣＯ２を実質ゼロにするためには都市の土台を変えることが重要である。土台づく

りに当たって、区の公共事業は大変影響が大きい。また、区の施設も含めて、区と

して、都市インフラをどれだけ変えられるか考えてほしい。 

・脱ガソリン車に対して区としてはどう進めていくのか。 

⇒（環境計画課長）これまで、計画上では次世代自動車の普及率を指標として掲げて

きた。今後は庁有車への電気自動車の導入促進をするなど、区役所自身も進めてい

きたい。 

・ハイブリッド車もガソリンを使用しているので今後の扱いは変わるかもしれない。

庁有車以外も進めていく必要があるのではないか。 

 ・骨子案４ページの下に書いている区民、事業者の対策の考え方に、「移動」という言

葉を入れていただければ。 

 ・移動ということもあったが、世田谷らしく、世田谷の中で１つ完結してしまうライ

フスタイルを提唱して、なるべく移動距離が少ない範囲で活発に動かして経済を回

していくということも考えてみたらいかがか。その方が省エネではないか。 

 ・総合的、計画的に加えて統合的という言葉もいいのかなと思う。例えば、２ページ

に書いてあるまちづくりとみどり、それから緩和策と適応策の両輪というところを

見ると、例えば、自転車利用を促進したり、自動車利用を抑制したり、それから道

路上にみどりをどんどん植えていく、あるいはグリーンインフラで雨水マネジメン

トをするといったことを考えた場合に、やはり道路の在り方を抜本的に変えないと

この目標は達成できないと思う。今の書き方だとそれぞれの施策を進めていきます

としか書いていなくて、そうではなくて、例えば思い切って道路の一方通行化をし

て、そうすると車道が少し減るので、その空いたスペースに自転車道とかグリーン

インフラを入れていくような、かなり抜本的な統合施策を入れないと目標が達成で

きないのではないか。書いてあることはそのとおりだが、実施する上で、かなり統

合的、あるいは戦略的にやっていかないと目標が達成できない。具体の対策とし

て、何か新しいメニューを入れるということではなく、書いてあるメニューを実施

するにあたっての効果的なやり方を入れてほしい。 

 ・脱炭素のまちづくりの中に、キーワードとして「ウォーカブルなまちづくり」が入

ってきてもいいのではないか。要するに、ウォーカブル、歩きやすいまちづくりと

いう中には、拡幅だけではなく、例えば一定間隔、交差点ごとに木陰があるとか、
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かんかん照りのところで交差点待ちするよりは木陰で待てるとか、交差点ごとに一

休みできるとか、ちょっとしたところであれば歩いて行けるようなまちづくりをす

ることによって、自動車でコンビニに行かなくても済むようなまちづくりになって

いくのではないか。その意味では、審議資料１－２の交通のお話で鉄道、車、自転

車という言葉はあったが、やはり人の立場からの施策が少し見えにくい。ウォーカ

ブルなまちづくり戦略をやっているようなセクションがあるのであれば、もっとみ

どりとの関連のまちづくりを打ち出していってもいいのではないか。 

 ・交通まちづくりのところで開かずの踏切や鉄道の整備をされているかと思うが、そ

の辺りの土地を買取り区が整備されていて、今まで使われていた方が、安全性を守

るためだと思うが、もともとみどりがあった場所をなくして道路というか、アスフ

ァルトにしてしまって、その近辺、全体的にみどりが減っていたりする。それは

少々好ましくない傾向だなというのがまちを歩いていて感じる。今回このお話を聞

いていて感じたのが、その辺りをもう少し工夫して、先ほどもウォーカブルとか、

信号待ちのときにグリーンがあると歩きやすいという意見もあったように、そこに

少しみどりを増やしていく取組みであったり、歩きやすい場所に整備していくな

ど、そういう視点を持っていたりするものなのではないか。 

 ・何かきっかけがあればみんな歩く。そうすれば車も使わない、自転車だったり歩き

だったり。ＣＯ２のことまで、そこまでみんな考えては歩かないと思うが、そうい

う空間になることがこれから求められるのではないか。 

 ・運輸部門のＣＯ２を削減するために、もっとみんな歩くべきだと思うが、そこがま

だ弱いなと少し思います。ぜひ、先ほどの委員の交差点のところに日よけ、木が無

理としても少し環境に配慮したような屋根をつける等をすると、炎天下でも非常に

楽だし、まだまだ世田谷区としてできる、そういうウォーカブルなまちづくりとい

うのは、案が出てくるのではないか。 

 ・商店街の事情としましては、やはり委員が恐怖しているように、後ろから自転車が

来るなどということで、何とかならないかと事務局のほうにも連絡が来ているが、

今、世田谷区の方と押しチャリというか、まちの中心になったら自転車を降りよう

という運動を起こそうと動いている最中である。ブルーゾーンがあるが、これが結

局、自動車が止まっていることで、ブルーゾーンをよけてバスの前へ出てしまうと

か、逆に歩道へ入り込んできて、そこで小さい子どもとかお年寄りとぶつかってい

るような事情があるので、この辺を何とかもうひとつ踏み込んで整備していただき

たい。 

 ・いろいろな場所で公園を造られたり、そういうインフラを整えていますというお話

が出ていたと思うが、歩いた時などは、それは連続して見えてくるので、ぜひそれ

を線で捉えて施策をつなげていっていただきたい。 

 

●エコ・ディストリクト 

 ・私は、ソフト施策に加えて、ハード施策も積極的に展開する必要があると考える。

世田谷区は全域市街化区域である。区全体を考えて行動を起こすことも大事だが、
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地区のスケールでハード、まちづくりを考えるとよい。具体的には、小学校区、中

学校区のスケールをイメージしている。都市計画を勉強していると、教科書となる

書籍で太子堂地区における住民参加のまちづくりが取り上げられている。このよう

に、世田谷区には住民主体のまちづくりの実績がある。それに地球温暖化対策の要

素を加えることで、もっとよくできると考える。都市整備部が進めるまちづくりに

環境政策部が進める地球温暖化対策を加味していくことが重要である。ポートラン

ドのエコ・ディストリクトは、必ずしも新しいまちをつくるものではない。建物を

少しずつリノベーションしていくイメージである。取組みには、緑化、再生可能エ

ネルギー、公共交通、グリーンインフラなどの要素が含まれる。関係者を組織化し

て対策を検討し、資金を確保し、地区のまちづくりとして行っていくものである。 

  研究中のものであるが、建物や道路からの二酸化炭素排出量を推計して可視化した

都市地域炭素マッピングについて紹介したい。こうしたデータを活用しながら地区

スケールのエコなまちづくりを、環境政策と都市計画が連携して展開できるとよ

い。 

 ・イノベーションを起こすのに十分な小ささと意味のある影響をもたらす大きさの概

念は、まさにそのとおりだと思った。発電、ごみ排出量などを見える化して、地域

間の切磋琢磨を促していけるとよいと思った。 

 ・ポートランドのような形は理想的だと思うが、地域の歴史、背景を踏まえてよい部

分を取り入れていく形になると思う。太子堂まちづくり協議会、深沢環境共生住

宅、二子玉川（エリアマネジメンツ）の動きなど、参加型で取り組んできたベース

は非常に重要である。脱炭素型ライフスタイルを実現するためのグループを継続的

につくっていくことを大事にしてほしい。そういった区民の意見を吸い上げて進め

ていくことが重要である。 

 

●みどり 

 ・みどりを活かした地球温暖化対策の推進という項目があるが、まちなかを見ると、

生産緑地が失われ建売住宅になっている。そうしてみどりは減っている気がする。

建売の建物には植栽があまりない。ある程度の植栽を促す方向に行ってほしい。 

 ・資料１－１の２ページにみどりを活かしたと書かれているが、保全とか創出という

言葉がもう少し出てきてもよいと感じた。 

・道路でいえば、国道、都道もあるが、区道もある。区道でできることで積極的に実

施する。道路に接した民地の接道部に木陰を入れるため、１本木を植えるなど。そ

ういった政策展開ができるのではないか。そうしたことが、緑豊かな住宅都市のア

イデンティティにつながっていくのではないか。 

・審議資料１－４「みどり 33と気候危機対策」（令和４年第２回環境審議会）の５枚

目のスライドに、気候変動を視点としたみどりの見える化が必要、みどりの新たな

価値を評価と記載があるが、道路から見えない樹木も省エネルギーやＣＯ２吸収の

効果があり、個人宅、私有地も含まれると理解した。これについて、私有地にも樹

木を植えることを強制するような施策になると危険だと思った。私有地に植えられ
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た木の落ち葉が隣家の敷地に落ち、近隣トラブルに発展することがある。そういっ

たことを踏まえて施策を進めてほしい。 

   ⇒（みどり３３推進担当部長）落ち葉の問題というのは、会長のご発言のとおり、

非常に古くて新しい問題であり、みどりが厄介者にされている側面が非常に強い

中で、落ち葉などの負の部分を受け入れながら、増やし維持していかなくてはい

けないという意識を、一般の区民の方々にも理解していただくことが必要だと思

っている。その第一歩として、みどりの効果の見える化ということを考えてい

る。これをどのように浸透させていくか。気候変動と絡めてみどりの大切さを理

解していただくかについて、庁内で施策を練っていきたい。 

  ・みどりが厄介者になるという考えなど、色々なメッセージがあり、事態を複雑にし

ていると感じた。シンプルでわかりやすいメッセージを伝えないと、動いてもらえ

ない。考え抜いたメッセージをシンプルに伝えていくことが必要である。 

  ・みどりが減ってきているという話があったが、区はかなりがんばって緑を増やして

きたと思う。むしろ農地をはじめとする民地で減っていることをもっと訴えてよい

のではないかと思う。 

  ・ウォーカブルなまちづくりについて、素案たたき台の p.61に詳細があるが、みどり

の立場としては、みどりとの関係で語られていないのが物足りない。交差点ごとに

みどりがあれば、暑い時期に木陰になって歩きやすくなるといった書き込みがある

とよい。 

  ・面としてみどりがあることも、ヒートアイランド、豪雨災害の緩和の視点から重要

である。審議資料１－４「みどり 33と気候危機対策」（令和４年第２回環境審議

会）の p.４あたりにそういったことが書かれていてもよい。 

  ・全体的な取組みとして、相続時に減っていくみどりについて、大規模敷地を物納す

る際に更地になることへの対策があってもよいのではないか。住宅地のみどりの保

全、創出について、もう一歩踏み込んだ検討がなされてもよいのではないか。 

  ・保存樹木、世田谷トラスト、生産緑地の保全など、世田谷区はみどりに力を入れて

いる自治体だと思っていた。既存の取組みをパワーアップすることで輝くことも非

常に多い。今ある取組みを広げていくことを考えてほしい。 

  ・川場村のことも視野に入れて、森林環境譲与税も含めて活用していただき、あわせ

てみどりの保全として考えていただければと思う。 

 

 ・計画素案 40ページ（令和４年第３回環境審議会審議資料１－８）の実質ゼロの書き

方について、もう一歩踏み込んではどうか。排出量を抑えるだけでなく、吸収するこ

とで実質ゼロになる。40ページにみどり３３の話が書かれているが、みどりによる吸

収量の数値を概算でもよいので記載してはどうか。現行計画には、みどりによるＣＯ

２吸収効果がコラムで入っており、区の緑被面積からＣＯ２吸収量が計算されてい

る。これによると年間 1.1万トンの吸収量があると書かれている。45ページのコラム

の対策で世帯あたり約１トンの削減が可能なら、１万世帯で対策されたのと同じ効果

があるといえる。みどり３３を頑張っているにもかかわらず苦しい状況にある中で、
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そういった面で貢献していることを具体的に示すことができるのではないか。一坪み

どりのすすめをみどりの基本計画で挙げていたと思う。各世帯で少しでもみどりを植

えていくことで、区全体でどれくらいの緑被になるのかがわかれば、取り組めるみど

りの対策が具体的に見えてくるのではないか。 

 ・第３章に入る手前で吸収量について触れた方がよいかもしれない。排出量に対し

0.3％にも満たないかもしれないが、区民目線で取り組みやすい、おそらく緑地が増

えることで冷房需要を抑える効果もあると思う。そういった点に触れていただけると

よいのではないか。 

 

●住宅・建築物 

 ・家を建てる際にハウスメーカーから施主に、環境、エネルギーの取組みがどのくら

い必要かという説明が一切無いようだ。区は要請しているのか。また、住民は、自

分たちからは情報を取りにいかないものである。その点について、どのような取組

みを考えているのか。 

 ・不動産取引に際しては重要事項説明が行われることになっているが、それが十分機

能していないので、ローカルルールがあってもよいのではないかと意見であったと

思う。極端な話を言えば、区が予算措置で担保しようとしても、お金は無尽蔵には

ない。逆に、ルールにするのであれば条例で動かすことができる。外国では、新築

だけでなく、リノベーションや賃貸住宅の契約時にも、環境に関する事項も説明、

表示しなければならないことになっている。日本にも、そういったローカルルール

があってよいと思う。 

 

 ・住宅建築物の脱炭素化の説明の中に、世田谷区の取組みとして既存建築の省エネ化

の推進があった。これはあくまでも脱炭素化のためとのことだった。区には木造住

宅密集地域がある。災害リスクの高い建物に対し、災害対策、脱炭素化のどちらが

上の位置付けになるのか。 

  ⇒（環境・エネルギー施策推進課長）世田谷区で課題となっていること、地域の木

密の問題、それから環境に取り組まなければいけないことの優先順位という御質問

ですが、やはり優先ということはなかなか難しいかと思う。災害対策は区の取組の

中でも基本構想、基本計画の中で重要な位置づけを持っている。基本構想では、災

害に強く復元力のあるまちをつくるということが挙げられている。それと並行して

環境に配慮したまちをつくるという項目もあるので、両方進めていかなければなら

ない。ただ、住宅の施策で申し上げると、基本構想でも順番としては「災害に強

く」を先に出しており、命を守るというところでは、災害対策は非常に重要なので

はないかと考える。また、環境に関しても、災害を引き起こすような気候危機対策

というところもあるので、そこは連動して進めていきたい。 

  ⇒（副区長）まず木密地域について、世田谷街づくりは重点的に相当長い期間、修

復型ということで、建て替えに伴って道路を広げて、耐震基準に合って、かつ準防

火構造の住宅に建て替えてもらうということで、もう 30年ぐらいの取組が続いてお



9 

 

り、特に太子堂２・３丁目は不燃化領域率が 70％を超えるということで、燃え広が

らないレベルまで来ていると思っている。 

  先ほど基本計画のお話があり、まず生命と財産を守るという意味では、木密地域の

耐震化、不燃化が世田谷区の一番の取組だったが、矛盾する話ではないと思ってい

る。耐震化、不燃化に取り組むとともに、建物の更新と併せてＣＯ２削減に寄与す

る取組をするということで、連携して取り組んでいきたい。 

 

●区民への働きかけ 

 ・ごみの削減もそうだが、区民の努力を評価して意欲につながるようにしてほしい。

経済成長と二酸化炭素の排出量は相関するイメージであったが再エネの導入など意

識が変わってきている。ぜひ区民の後押しをしてほしい。 

 ・いかに区民に省エネをしてもらうかが重要である。そのためには何か付加価値がな

いといけない。例えば ZEHであれば、省エネであり、かつ「快適」である。世田谷

区は住居が多いので、そういった住民のメリットからゼロエミッションにつなげて

いく方法がよいのでは。「これをやらないとダメ。」という書き方ではなく、メリッ

トがあるという書き方にまとめると良い。 

・例えば、子どものいる世帯は環境教育を通じて子どもから情報が伝わってくるが、

子どものいない世帯では自ら区の広報へアクセスする必要があり、内容も分かりづ

らいなどの問題点がある。関心がない人をどう巻き込むかといったきっかけづくり

が大切になる。 

・区民の意識改革・意識の浸透が重要である。90万人の区民が一気にやれば大きな効

果になる。ひとつぼみどりのように、上手く区民に浸透していくとよい。 

・世田谷区気候非常事態宣言を表明し、今後はライフスタイルの変容が必要となって

くる。グリーンインフラやグリーンリカバリーがそこにつながっていくのか疑問に

感じる。福祉であれば近くで相談できる場がある。環境について区民が聞ける場づ

くりを区民目線で考えてほしい。 

・様々なことを伝えるという話があったが、伝えると伝わるはまったく違う。ぜひ伝

わる仕組みを検討していただきたい。 

・骨子案４ページにある区民の対策は、何をするのかわからない。いくつかのメニュ

ーがある中で、これをやればよいというものが目に見える形で示されていると、自

分達のこととして考えることができるのではないか。 

 

 

●計画改定全般 

 ・区のあらゆる政策に温暖化対策を溶け込ませていけると良い。 

 ・環境基本計画では検討部会を開いたが、今回はどうするつもりか。 

  ⇒（環境計画課長）環境コンサルタントと契約し、検討すべく、予算要求してい

る。部会を設置することは考えていないが、学識経験者の方に意見を頂戴してい

こうと考えている。 
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 ・温対計画の改定では、政策自体も上乗せしていかなければならない。例えば、環境

配慮制度の上乗せも考えられる。 

  ⇒（環境政策部長）温対計画の改定に合わせ、環境配慮制度自体の改定も考えてい

かなければならないと考えている。 

・ＣＯ２削減目標に関して、個人一人ひとりがどれだけＣＯ２を削減する必要があるか、

という目標設定もするのか。 

⇒（環境計画課長）区全体のものを設定する。区民一人当たりの目標等は今後検討して

いく。 

・「区民・事業者・区」という表現をよく見る。世田谷区は大学が 23区で一番多い。

大学は事業者に含まれるのかもしれず、また、学生は地元住民ではないかもしれな

いが、その点が見えづらいので、検討していただきたい。 

・ＣＯ２の発生という観点からは、例えば「滞在者」として、学生や就業者なども対

象に含めて計画に定めることができるとよい。例として、京都市は「観光客」の責

務を条例に明記している。 

・脱炭素のモデルを物だけで見ていくのではなく、人と人とのつながりも配慮する必

要がある。脱炭素と人権や社会的排除の問題をどのように同時解決していくのかを

考えることが重要ではないか。 

・審議会での意見を踏まえたうえで、区の取組みを着実に進めていただきたい。 

・計画の目標設定はどのような手順で決めていくのか。 

⇒（環境計画課長）審議会での議論を踏まえながら、目標を設定していくことになる。 

 ・これからはソフトとハードのインフラの有機的な連関が重要になってくる。ハード

インフラは土木施設をはじめとする設備環境の整備が重要であるが、ソフトインフ

ラである人づくり、ネットワークなどを連動させていく仕組みが重要になる。ハー

ドとソフトをつなぐ中間支援的な仕組みを考え、両方をつなげる場をつくっていく

必要がある。効果的、効率的に連動させる仕組みづくりについて検討願いたい。 

  ・グリーンリカバリーについては、コロナ禍からの復興を機に社会経済や暮らしを環

境にやさしい形、グリーンに転換していこうというものと認識している。経済対策

としてのグリーンリカバリーは、環境配慮型住宅リノベーションになるが、幅広く

捉えれば、リモートワークの普及で身近なところで生活する時間が増えた区民の暮

らしをバックアップしていくことが重要ではないか。例えば、拡大した自転車利用

に対応するため自転車レーン、駐輪場を整備する、営業を再開した飲食店のフード

ロスを減らす活動を後押しするなど、広い意味でグリーンリカバリーを捉えるとよ

いと思う。 

・令和３年度第２回環境審議会の意見を総括すると、全般としては、区民、事業者の

力が出せるような仕組みをつくること、各論としては見える化、個人への情報伝達

が各施策について行われる必要があるということが共通していたのではないか。 

・ヨーロッパでは、ライフスタイルの選択という言葉が、共創に置き換わってきてい

る。お互いに共創感を生み出していくことが求められている。ライフスタイルの共

創という言葉を使いながら、対策を示していけるとよい。 
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 ・多様な政策をうまくまとめていると思うが、短期間で高い目標を達成しなければな

らないという中で、どこかを重点的にしていかないと達成は難しいと感じている。

総花的にいろいろ書くことは計画として必要だが、目標達成のためにどこに重点を

置くと効率的に達成できるのかという視点を置くとよいと思う。 

 ・温室効果ガス排出量について、東京都の排出量を按分して算出しているため、世田

谷独自の対策を行った際に、それによってどの程度削減できたのかがわからない。

これでいいのかという問題はある。企業、大学の実データ、登録された車のデータ

を集めるなど、少しでも世田谷区の政策効果がわかる仕組みが必要ではないか。 

・骨子案２ページに幅広い分野をつなぐ総合的・計画的な対策とあり、そのとおりだ

と思うが、後段のところであまりその点が記述されていない。 

・例えば道路政策・みどり政策などの統合。そういったことが戦略的、統合的な取組

につながっていく。交通は区で完結しないが、区内で完結する世田谷線でもっと工

夫ができたらよいと思う。民地も。統合的な活動が発揮できれば、重点的な取組に

つながると思うが。 

 ・骨子案の５ページにある区民の対策、事業者の対策、区の施策の方向性が総花的な

ので、区民がこれをするために区が何をするという縦軸にテーマ、横軸に区民・事

業者・区の取組みを書くなど、マトリクスができると議論しやすいと思う。 

 ・地球温暖化対策地域推進計画では、ハード、ソフト、様々な要素が出てくる。ソフ

トも大事だと思うが、その中でも人々をつなげる場の機能、中間支援が大事であ

る。まちづくりを進めていくのであれば、人と人、ソフトとハード、様々な主体を

つなぐ場の機能が重要である。 

 ・世田谷区の取組みは、かなり前進していると思っている。それをさらに加速させて 

いく取組みを追加していくとよいと思う。そういうものに対して、ＰＤＣＡを回す 

形で国の施策も追加されていくことで、野心的と言われる 48％に世田谷区も迫って 

ほしいと思う。 

  ・審議資料 1－10「区における温室効果ガス排出量削減に向けた施策集（たたき台）」

（令和４年第２回環境審議会）には、国の対策効果に加え、区が独自の対策を実施

すればどの程度積みあがるということが示されていると思うが、何十パーセントの

世帯が実行したらという、区民の活動に依存した推計になっている。補助金制度、

啓発の仕組みを作っても、行動に移すのは区民の判断である。区民に実行してもら

う見通しをどのように考えているのか。 

   ⇒（環境計画課長）審議資料１－10「区における温室効果ガス排出量削減に向けた

施策集（たたき台）」（令和４年第２回環境審議会）は、審議会において議論いた

だいた後、気候危機対策会議に持ち帰り、ご意見を踏まえて、どの対策を率先し

て進めていくか、実現可能性や達成率を何％まで目指していくかといったことを

精査する。その中で、例示している施策を検討し、実効性のあるものに練り上げ

ていくことを考えている。 

  ・区はこれから施策を考えるということであったが、全部を積み上げて作るのではな

く、目標ベースで頑張るというのも、新しい計画のあり方である。できないから目
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標を低くするのではなく、目標を達成するための施策を後から積み上げていく計画

というのもあると思う。 

  ・全般的な話として、スケジュールに関し、パブリックコメントで区民の意見をいた

だくタイミングはどうなっているのか。スケジュールの中に区民意見をいただく機

会を明記していただけるとよい。 

   ⇒（環境計画課長）区民意見募集については、７月の審議会において素案をご議論

いただいた後、実施する。 

  ・まちづくり団体、若者の意見を聴くなど、計画を作るだけでなく、実行する段階で

も意見を聴き、ステップアップしていくことも大事だと思う。 

 

  ・計画素案 41～43ページ（令和４年第３回環境審議会審議資料１－８）について。中

期目標は、積み上げ型として書かれていると認識したが、できる範囲で設定した、

容易に達成されるものと受け取られないように、数値はもう少し概算として提示を

した方がよいのではないか。 

  ・計画目標はバックキャストなのか、積み上げ・フォアキャストなのか、事務局から

説明をお願いしたい。 

   ⇒（環境計画課長）前回（令和４年第２回環境審議会審議）の資料における、国の

対策の積み上げと施策集から、どのくらいまで積み上げることができるのかを提示

した。その後、庁内の気候危機対策会議において、できることだけでなく、もう少

し高い目標が必要ではないかという意見が出た。前回の審議会では、ハードルが高

いのではないかというご指摘があった。これらの議論を踏まえ、2030年度に向けて

できることだけを実施するのではなく、今できること、すでに取り組んでいること

とあわせて、30年度に向けて、来年度以降も走りながら新たな施策をつくり、目標

を達成していこうと考えのもと今回の案を提示した。 

提示した案は、区民、事業者の方々の協力なくしては達成できない目標となってい

る。皆さんと一緒に取り組んでいく目標にしている。56.3％はかなりハードルが高

い。高いから、できないからやらないのではなく、今後の気概も含めて、志高くい

こうという区の姿勢である。 

 ・目標を２段階にしている趣旨、姿勢、意図について教えていただきたい。 

⇒（環境計画課長）56.3％は積み上げてきた目標である。趣旨としては、まず積み

上げた目標として 56.3％を提示し、更なる高みをめざそうという趣旨で 60％を掲げ

ている。計画をつくって終わりではなく、2030年度に向けて新たな施策を積み上げ

ながらどんどん更新し、高みを目指すことをイメージでいる。 

   ⇒もう少し読み取りやすい形になるといいのかと思う。 

   ⇒（環境計画課長）ご意見を踏まえ、表現を工夫したい。 

・国における 2030年度 46％は、それまでの目標が積み上げ型だったのに対し、めざす

目標という意味合いが強い。それを踏まえて考えた時に、43ページ（令和４年第３回

環境審議会審議資料１－８）の再エネに関する目標「区民の 50％」は明確で、かつ一

人一人の行動にささるという意味でもわかりやすい。区民にわかりやすいということ
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はとても大切である。目標としての性格を考えると、一本化してわかりやすい数字に

したほうがよい。 

  ・区民目線の目標、例えばこれをやるために区民の認知度を何％にするとか、そのため

に区としての働きに関する目標が必要ではないか。区民にどう周知して巻き込むかと

いう話があったが、認知率、実行率を上げるための取組みを加えて、区民の行動に係

る目標、それに対する区の働きの目標があってもよいのではないかという気がした。 

  ・家庭の削減目標を示されているが、家庭ごとに環境が異なっているため、もう少し見

えやすい形にして、一目見てわかるものにしていただきたい。    

 

●ごみ・リサイクル 

・区民一人当たりのごみ排出量はどのように出しているのか。 

⇒（清掃・リサイクル部）区内のごみの収集量（可燃・不燃・粗大）を区の人口で割

って、さらに 365日で割って出している。 

・区民のごみの排出量や事業者のごみの排出量はどのように推移しているか。 

⇒（清掃・リサイクル部）減少傾向にあったが、昨年はコロナの影響で家庭ごみが増

加に転じた。 

・ごみについては、民間業者の排出量も把握し、もっと正確な区民一人当たりの目標

値を検討してほしい。 

※令和３年第２回環境審議会審議資料１－８にて回答 

・ショッピングバッグ等を用意し、ごみ処理にかかる処理費用を載せるのもいいので

はないか。 

・２Ｒを進めることでどのようにＣＯ２削減に結び付くかという観点も必要。 

※令和３年第２回環境審議会審議資料１－８にて回答。 

・ごみ処理の方法を変えることによりＣＯ２が増えても仕方ないので、ごみを減らす

ことがどれだけＣＯ２削減に寄与するのかは、大きな論点だと思う。 

※令和３年第２回環境審議会審議資料１－８にて回答。 

・ごみの削減について、例えば個人は減らしていっても事業者が増やしてしまったら

意味がない。個人が何をすれば貢献できるのか、具体的に示していけるとよい。ま

た、現在プラスチックは燃えるごみだと思うが、回収場所もない。ドイツなどでは

買い取りもしているようだ。 

※令和３年第２回環境審議会審議資料１－８にて回答。 

・集めて燃やす場合に発生するＣＯ２と回収しリサイクルする場合に発生するＣＯ２

について、今後の検討のために資料を提供していただきたい。 

※令和３年第２回環境審議会審議資料１－８別紙２にて回答。 

・これまでは廃プラを燃焼させて熱利用していたが、このままでよいのか検討すべ

き。また、区民一人ひとりの行動を計画で示すべきという意見が上がっていたが、

分別という行動で示すこともできると思う。 

・ごみの収集量によるコストについて、区民へのごみ分別説明資料に記載すれば、広

く周知できるのではないか。 
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 ⇒（清掃・リサイクル部）１トン当たり５万円の費用が掛かっている。区のホーム

ページに資料を掲載しているが、コストについて考えてもらう良い機会と捉え、

区民への周知方法について検討していきたい。 

・プラスチックの分別収集について今後検討を進めるとのことだが、誰にでもわかる

収集方法を示してほしい。 

・プラスチック資源循環について、今後議論していくとのことであった。今後はケミ

カルリサイクルの比率を高める方向性だと思うが、問題は家庭から排出されるごみ

ではないか。食品トレイはスーパーの入り口に回収ボックスがあるという程度で、

分別して出せる場が少ない。経費は別問題として、資源ごみの日にプラを分別回収

することについて議論してほしい。 

 ⇒（清掃・リサイクル部）現在はサーマルリサイクル中心だが、そこから一歩踏み

出すために、来年度から清掃・リサイクル審議会で議論をはじめる。ペットボト

ルは２週間に１回資源分別回収しているが、ペットボトルは、汚れが少なく、PET

という単一素材のためリサイクルすることが容易であることから、分別回収を実

施している。しかし、素材が多岐にわたる、その他プラスチック製品全般をリサ

イクルする場合は、素材ごとに選別する工程や汚れたものの除去などの困難さに

加え、材料リサイクルを行う場合、（PE、PP以外の）回収した約１/2の量が（サ

ーマルリサイクル等で）焼却されるという問題がある。これらのことを含め、実

施に向け検討することになる。 

 ・世田谷区には清掃工場が２か所あるが、その熱を温水プール程度しか利用してい

ない。あの火力で結構な発電ができると思う。今後の建て替え時などに検討して

いただきたい。 

  ⇒（清掃・リサイクル部長）清掃工場では、廃熱利用だけでなく発電も行ってい

る。まだ発電量として少ないので、東京２３三区清掃一部事務組合において、

発電効率や発電量を上げることも検討はしている。 

・東京２３三区清掃一部事務組合一組で取り組んでいるので世田谷だけで囲い込み

はできないと思うが、熱は近隣で使うしかないので、区内でできることはまだある

と思う。（この件に限らず、）議論全体を通して重要なポイントは、区が権限を持っ

ていることは何かということ。区の財産の活用、区民のルールは、区が独自にでき

ることなので、それを使ってできることをどんどん出してほしい。 

 

●再生可能エネルギー等 

・水素についても今後テーマになると思う。また、太陽光パネルによる森林破壊や景

観破壊について問題になっているが、その点についても整理すべき。 

・建物レベルでできる対策は進めるべきだが、集合体としてもう少し対策ができない

か。太陽光発電を進めていくが、電力の使用量はオフィスと家庭で使う時間が違

う。建物の形状によって日陰が生じて太陽光が生かせないといった問題も生じる。

太陽光パネルが効率的に使えるような建物形態の誘導など建物単体だけでなく、集

合体としての対策もあると思う。世田谷区が率先して、世の中の制度を変えていく
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という動きがあってもよい。 

・世田谷区では再生可能エネルギーの中で風力発電が難しいことから、太陽光発電が

主となっていると思う。現在、太陽光発電パネルのほとんどが○○製であり、経済

的なリスクの観点から懸念がある。日本製で高効率のものが出てきている。国産も

しくは経済的に日本と近いスタンスの国から調達することを明記できないか。 

 ⇒（環境・エネルギー施策推進課）太陽光パネルの製品について、○○製が多いの

は、市場の現状だと認識している。区で選定する場合には、出力の状況とか、そ

の製品自体がどのようなものかを見極めた上で、事業者選定などに当たっている

ところである。ご指摘の部分も、その製品としてどう見るかというところで、区

の中で取り入れる際にそういった視点もあることは念頭に置きながらできればと

は思っている。 

・（太陽光パネルについて）廃棄、リサイクルについても言及した方が、世田谷区の決

意を見せる上で重要ではないか。 

 ⇒（環境・エネルギー施策推進課）廃棄になることを考えると、将来的にはリサイ

クルの点も非常に重要だと思う。ただ、（選定の際は）現在使用しているパネルの

耐用年数などの、最初の選定の条件に合うかどうかで判断していくものと思われ

るので、日本製やリサイクルできるものを取り入れるとは、この時点では言えな

い。そういった視点もあるということで念頭に置きたい。 

 ⇒（環境政策部長）補足となるが、東京都においても太陽光パネルの設置を促進す

るに当たり、リサイクルのあり方の検討を始めている。区として、都の動きは注

視していきたい。 

  ・（太陽光パネルについて）役所としては、内外無差別が基本姿勢だと思うので、国際

関係による選別には取り組めないのではないか。国内の技術開発によって、今後、

窓、壁面、農地への太陽光パネル導入も可能になる。そういったものを積極的に導

入していくことが考えられる。また、ＰＰＡ（電力販売契約）モデルは、所有者の

代替わりの際の継承も課題になる。そういったことも考慮しながら世田谷モデルを

構築できるとよい。住宅都市にある資源としては、太陽光が一番である。 

 ・ある大学では、外を歩く人に発電量のモニターが見えるように設置している。子ど 

もたちの環境教育も重要だが、地域住民にも伝わるように工夫してほしい。 

  ・再生可能エネルギーについては、風力、潮力（波）を地方創成で区が盛り上げてい

くこともあり得るのではないか。 

 

  ・世田谷区は川場村や連携を結んだ自治体から再エネを購入したり、吸収量の拡大に貢

献している。地域外の削減、努力を踏まえて目標を達成できること、他地域と協力と

するという理念も重要である。場合によっては計画に位置付けることも考えられるの

ではないか。 

 

 ●気候市民会議 

 ・気候市民会議のコラムに、ヨーロッパの取組み、札幌、川崎の具体的な内容を記載し
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てはどうか。無作為抽出がよいかどうかわからないが、気候市民会議の重要な点は、

関心がない方々の意見も取り入れていることにある。 

・世界的にも気候変動教育の取組みが行われている。気候危機は捉えどころのない問

題である。データと対話を突き合わせてのディスカッションが必要になる。気候市

民会議は、それにあたると思う。対話の場としていくことが重要である。気候変動

教育については、理解を深めるためのプログラムが非常に重要であり、学校や地域

の体験プログラムと連携しないと効果が上がらないという指摘がある。特に科学、

政策立案者との対話の場づくりや、他者の異なる視点と向き合う中での取組みの充

実がないと、専門家だけがやることと思われてしまう。 

・既存の様々な取組み、例えば、まちづくりで活動されている方々などが取り組んで

いることが脱炭素につながっていることを意識してもらえれば行動の広がりにつな

がる。気候市民会議といった新しい取組みに加えて、今あるコミュニケーションの

場、活動を脱炭素につなげていくことが大事である。 

・川場村との連携も、気候市民会議の中で視点として持っていくこともあり得るので

はないか。 

 

●環境教育 

・環境教育については、今後はより丁寧に行っていくべきと考える。 

 

●その他 

・ＥＳＧ投資という論点が取り上げられているが、区はこれをどのように支援してい

くか、検討してほしい。 

・環境省の補助金、交付金の活用、脱炭素モデル地域へのエントリーをぜひ考えてい

ただきたい。 

 

・住宅と健康は連動する内容かと思うので、健康についてもうまく組み込んでほし

い。ウォーカブルにつなげることも考えられるのでは。 

 



令和４年１２月５日  

世田谷区長 

保 坂 展 人 様 

世田谷区環境審議会 

会長 小 林  光 

 

「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」の見直しについて（答申） 

 

令和３年７月１３日付け３世環計第３２号により諮問のあった標記の件につ

いて、慎重に審議を重ねた結果、別添の「世田谷区地球温暖化対策地域推進計

画案」として取りまとめましたので答申します。 

区におかれては、これをもとに最善の計画を作成されるよう期待します。 

なお、計画の実行にあたっては下記の点に留意されますよう付言いたします。 

 

記 

 

１． 

 

２． 

 

３． 

  

４． 
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