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は じ め に

あなたが生活している場所はどんなところですか？
静かなところですか？　それとも、騒がしいところですか？
家のまわりには、樹や草がたくさん生えていますか？
近くに、川や海はありますか？　その水は澄んでいますか？
空はどうですか？
虫や鳥たちの鳴き声は聴こえますか？

「人間や動植物の周囲にあって影響を与える、すべての事物・事情・状態」
それが「環境」です。
その環境が、この200年、いえ、この50年ほどの間に急激に変化したと言われ
ています。もちろん、よくなったのではなく、悪くなってしまいました。
空気が汚れ、川や海の水がにごり、植物の茂る森が減っています。
最近、よく言われているのは、世界中の気温が少しずつ上がっていて、この
ままでは、いつか地球に人が住めなくなってしまうのではないかということ
です。

実際のところはどうなのでしょう？　それが事実なら、どうして、そうなっ
てしまったのでしょう？　そして、何か解決策はあるのでしょうか？

このテキストでは、私たちを取り巻く環境に起こっている問題の「現状」・「原
因」・「対策」について、一通り取り上げました。地球全体、世界のことから
始まり、日本国内の問題についても取り上げています。

このテキストを通して、環境問題の基本的な知識を身につけてください。
そして、あなたが興味を持った事柄について、もう少し深く調べてみてくだ
さい。まず、大切なことは事実を知ることです。
そして、次の段階では、自分のやりたいと思ったことを実行してみてください。
もちろん、身近にできることからでいいのです。
あなたにとっての「環境問題」は、そこから始まります。
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＊注１	 温室効果ガス

　大気中に含まれる二酸化炭素（CO2）、メ

タン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、フロン類

など。太陽光線を通すが、赤外線の一部を吸

収する性質のあるガス。これにより地球が布

団に包まれたように暖かくなり、地球上の温

度を生物が生存できる平均14℃前後に保つ。

＊注２	 産業革命

　18世紀から19世紀にかけて起こった、工場

制機械工業の導入による産業の変革。および、

それに伴う社会構造の変革のこと。近年では

産業革命＝「工業化」という見方をすること

が多い。
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１ 地球温暖化

（１）原因と現状

　私たち人間をはじめとする多様な生物

が地球上で暮らせるのは、太陽から常に

エネルギーを受けているからです。太陽

エネルギーを受けると、地球は主に赤外

線という形で、宇宙空間に熱を放出しま

す。そうすることで、温度のバランスを

とっているのです。つまり、吸収される

エネルギーと放出されるエネルギーは一

致するので、地球からの熱放出によっ

て、本来なら地球の平均気温は、−19℃

前後になるはずです。

　しかし、大気中に温室効果ガス（注１）

が含まれていることによって、赤外線の

一部が再び地球の表面へ吸収され、地球

の温度が上がります。そのため、地球上

は生物の生存に適した14℃前後に保たれ

ています。

　ところが、今から200年程前にイギリ

スで産業革命（注２）が起こり、大量の化

石燃料（石炭・石油）が使われるように

なりました。それとともに、工業化・都

市化が急激に進み、大気中の二酸化炭素

（CO２）や メ タ ン（CH４）、窒素酸化物

（NOX）などの温室効果ガスも急激に増

加しました。この温室効果ガスの増加

が、地球温暖化の原因（注３）と言われて

います。 地球上では過去にも温暖化が

起きていますが、現在、問題となってい

るのは、温暖化がこれまでにないほど早

いペースで起きていることです。実際、

過去100年の間に地球全体の平均気温は

約0.7℃上昇しています。日本国内でも、

年平均気温はここ100年間で約1.3℃上昇

しています。特に高度経済成長時代から

1990年代に大きく上がりました。

　つまり、工場で大量にモノを生産し、

地球規模の環境問題Ⅰ
自動車や航空機などの輸送機を使うとい

うエネルギー消費型の活動の増加によ

り、大気中の温室効果ガスが増え、その

結果、地球温暖化が促進されたと言える

のです。

（２）影響

　「気候変動に関する政府間パネル」（IP 

CC）の発表では、今後の予測をシミュレー

ションした結果、2100年には工業化前と

比較して、地球全体の平均気温が「最低

でも1.0℃、最高では5.7℃上昇する」（注４）
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直　線：長期的な変化傾向

注：１　平均値は1991～ 2020年の30年平均値。
	 ２　平年差とは、各年の平均気温から平均値を差し引いた値のこと。
出典：気象庁「世界の年平均気温」（2023年2月1日更新）
　2022年の世界の年平均地上気温は平均値と比べて0.24℃高く、1891年の統計開始以降、6番目に高い値となっ
た。世界の年平均気温は100年あたり0.74℃の割合で上昇しており、特に1990年代半ば以降、高温の年が増えている。



＊注３	 地球温暖化の原因

　2021年のIPCC第６次評価報告書にて、「人

間活動が大気・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」と発表された。

また、2019年には、大気中の温室効果ガスの

濃度は少なくとも過去80万年間のどの時点よ

りも高かったと報告された。

＊注４	 IPCCの将来の気温の予測

　IPCC第６次評価報告書では、2100年にお

ける温室効果ガスの排出量によって、パター

ン別に将来予測を発表している。

①　温室効果ガス排出量を最も低く抑え、将

来の気温上昇を1.5℃以下に抑える目標を

達成できた場合、1.0℃の上昇で抑えられる。

②　温暖化対策をせず、温室効果ガス排出量

が非常に多い場合、最高で5.7℃も上昇し

てしまう。

＊注５	 原子力発電所の事故

　1986年の旧ソビエト連邦のチェルノブイリ

原子力発電所の事故では、原子炉が爆発・炎

上し、大量の放射性物質が放出された。

　日本においても、2011年に東日本大震災の

影響により、福島第一原子力発電所で炉
ろ

心
しん

溶
よう

融
ゆう

（メルトダウン）や放射性物質の放出をと

もなう原子力事故が起こるなどの例がある。

＊注６	 ハイブリッド車（HV車）

　２つ以上の動力源を持ち、状況に応じて動

力源を変えて走る自動車のこと。ガソリン車

と比較して環境負荷が少ない。

＊注７	 電気自動車（EV車）

　バッテリーの電力だけで動かすことができ

るため、排気ガスを出さない。脱炭素社会の

実現に向けて、世界的にEV車への移行が加

速している。
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（３）対策

　地球温暖化を止めるためには、大気中

の温室効果ガスを増やさないようにする

必要があります。そのためには、石油な

どの化石燃料の使用を控え、森林などの

二酸化炭素吸収源を保全していかなけれ

ばなりません。しかし、これらの対策は

一朝一夕にできることではありません。

そのため、さまざまな対策が行われてい

ます。

①　新エネルギーの開発

　現在、私たちが使っている電気は、化

石燃料を燃やして発電する火力発電に

よって多く作られています。しかし、こ

の発電方法では、多量の温室効果ガスを

排出するので、太陽・地熱・風力などの

自然エネルギーの開発・利用が進められて

います。また、二酸化炭素（CO2）を排出

しない原子力発電も行われています。し

かし、原子力発電所の事故（注５）が起こ

るなど、安全性が疑問視されていること

から、その利用においては、賛否両論が

あります（44ページ参照）。

　さらに近年では、化石燃料に代わるク

リーンエネルギーとして、水素の商用化

に向けた取り組みが活発になっています。

と予測されています。

　この気温上昇に伴い、海水が膨
ぼう

張
ちょう

し、

氷河が溶けることなどにより、地球の平

均海水面が上昇すると言われています。

ですから、海抜が２ｍ程度のモルディブ

共和国など珊
さん

瑚
ご

礁
しょう

の島々からなる島国

は、国そのものが消滅してしまう危険に

さらされています。さらに、世界の他の

地域では降水量の増加や干
かん

ばつの危険性

などが指摘されています。

　また、日本国内においても、海面上昇に

よる砂浜消失や高潮の危険性が指摘され

ています。さらに、温暖化による農業・漁

業への影響や、本来は熱帯に生息している

蚊によってもたらされる感染症の増加に

よる健康被害なども問題視されています。

②　省エネ製品の開発

　二酸化炭素の排出源となる化石燃料の

消費を抑え、エネルギーを効率的に使用

するための技術開発・製品開発も進んで

います。ハイブリッド車（注６）や電気自

動車（注７）などの次世代自動車や、省エ

ネ電化製品など、省エネ機器分野におい

て、日本の技術力は特に高く、世界をリー

ドする存在となっています。

③　法的な取り決め

　地球温暖化を止めるための温室効果ガ

スの削減には、世界的な取り組みが欠か

▼2300年の世界平均海面水位の変化予測

15m超上昇
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1.01m上昇

注：	1900年を基準とする。1950～2020年は観測値、
陰影は不確実性の範囲を示す

SSP5-8.5：	化石燃料依存型の発展の下での気候政
策を導入しない最大排出量シナリオ

出典：IPCC第6次評価報告書	WG1	Figure	SPM.8d

▼風力発電

▼電気自動車の充電



＊注８	 京都議定書

　1997年、京都で行われた「気候変動枠組み

条約第３回締約国会議」において、世界各国

の削減すべき温室効果ガスとその数値目標、

達成期間が決められた。

　京都議定書では、2008年から2012年までに、

温室効果ガスの排出量を1990年を基準年とし

て平均5.2％削減することを目標とした（日

本６％、アメリカ７％、EU 8 ％）。

　国際社会が団結して温暖化対策に取り組む

一歩となったが、大量排出国であるアメリカ

が、①途上国の削減目標が定められておらず

不公平であること、②経済が阻害され国益が

損なわれること、を理由に批
ひ

准
じゅん

を拒否した。

＊注９	 地球温暖化対策推進法

　温室効果ガスの排出量を削減するための

国、地方自治体、企業などの責任と取り組み

を定めた法律。

＊注10	 省エネラベリング制度

　エアコンや照明器具など省エネ法で定めら

れている家電製品に対して、製品の省エネ基

準達成率、エネルギー消費効率をラベルで明

示する制度。私たち消費者は、そのラベルを

比較して、省エネ性能のよい製品を購入する

ことができるようになった。
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書の後継となるものです。京都議定書が

先進国のみに排出削減を義務付けたのに

対し、パリ協定では開発途上国を含むす

べての参加国に排出削減の努力を求めて

おり、画期的な取り決めとなりました。

　パリ協定では、次のような世界共通の

長期目標を掲げています。

・世界の平均気温上昇を産業革命以前

に比べて２℃より十分低く保ち、1.5℃

に抑える努力をする（２℃目標）

・21世紀後半には、温室効果ガス排出量

と森林などによる吸収量のバランスを

とり、温室効果ガス排出を実質ゼロに

する

　この目標のほかに、すべての国が５年

ごとに自国の削減目標を提出・更新する

とともに、世界全体としての実施状況を

検討する仕組みが取り入れられました。

また、先進国が開発途上国に対して資金

支援をすることも求められています。

　この枠組みのもと、各国は協力して地

球温暖化対策に取り組んでいます。

④　日本国内の取り組み

　国内でもさまざまな取り組みが行われ

ています。1998年に日本の温暖化対策の

基本方針を定めた地球温暖化対策推進法

（注９）が制定されたほか、2000年には消

せません。

　1992年、ブラジルのリオデジャネイロ

で「地球サミット」が開かれ、「気候変

動枠組み条約」（地球温暖化防止条約）

が締結されました。この枠組みのもと、

1997年には「気候変動枠組み条約第３回

締
てい

約
やく

国会議」（COP ３ ）において「京都

議定書」（注８）が採択されました。京都

議定書は温室効果ガス排出量の具体的削

減目標を初めて定めるなど、国際社会が

地球温暖化対策に協力して取り組む重要

な一歩となりました。

　2015年にはフランス・パリで「気候変

動枠組み条約第21回締約国会議」（COP21）

が開かれ、「パリ協定」が採択されました。

パリ協定は、2020年以降の地球温暖化対

策を定めた国際的な枠組みで、京都議定

費者が省エネ性能をわかりやすく比較す

ることができる省エネラベリング制度

（注10）がスタートしました。また、低公害

車の開発・普及を進めるための対策とし

て、低公害・低燃費車に対して税金を安

くするなどの仕組みも整えられています。

　2020年10月に日本は「2050年カーボン

ニュートラル」を宣言しました。2050年

までに、温室効果ガスの排出を全体とし

てゼロにし、脱炭素社会の実現を目指す

というものです。

　また、2021年４月には、2030年度に温

室効果ガスを2013年度比46％削減するこ

とを目指し、さらに、50％の高みに向け

て挑戦を続けるとの方針を国際社会に表

明しました。

　この方針のもと、再生可能エネルギー

の普及拡大をはじめとするさまざまな施

策が実施、検討されています。

　地球温暖化問題は、すぐに解決するよ

うな問題ではありません。この問題は何

十年にもわたって地球規模で進行してき

ており、対策の効果も見えにくいからです。

　私たちの住む地球の環境を維持してい

くためには、私たち一人ひとりが、地球

温暖化の現状や影響などの事実・現実を

知り、できることから行動することが大

切です。

▼2020年の世界の二酸化炭素排出量
　（国別排出割合）

中国
32.1%

その他
26.4%

アメリカ
13.6%

インド
6.6%

ロシア
4.9%

日本 3.2%
ドイツ 1.9%
韓国 1.7%

インドネシア 1.7%
カナダ 1.6%

ブラジル 1.2%
オーストラリア 1.2%

メキシコ 1.1%
イギリス 1.0%

 イタリア 0.9%
 フランス 0.8%

世界の
排出量合計

約314億トン

注：	四捨五入のため、合計が100％にならない場合が
ある。

出典	：EDMC／エネルギー・経済統計要覧2023年版



＊注11	 オゾン（Ｏ３）

　オゾンは有害な紫外線を吸収する気体であ

ると同時に、強力な温室効果ガスでもあるた

め、地球の温暖化には悪影響を及ぼす。

＊注12	 フロン

　炭素とフッ素および塩素の化合物で、クロ

ロフルオロカーボンとも呼ばれている。フロ

ンも温室効果ガスの１つ。また、その後の研

究により、フロン以外にも約80種のオゾン破

壊物質が見つかり、規制対象となった。

＊注13	 皮膚がん

　「国連環境計画」（UNEP）によると、オゾ

ン量が１％減少すると、紫外線Ｂ波が２％増

え、皮膚がんの発症が３％増加する（１・２・

３のルール）と言われている。

＊注14	 ウィーン条約（オゾン層の保護に関

する条約）

　この条約が結ばれた時点では、オゾンホー

ルとフロンの正確な因果関係は明らかではな

かった。そのため、条約の内容は観測や協力

を国際間で行うこととされた。これは「未然

防止の法則」として、深刻な影響が予想され

る時に、科学的な合意がなくても予防を行う

という画期的な条約だった。

＊注15	 国連環境計画（UNEP）

　1972年にストックホルムの国連人間環境会

議で採択された「人間環境宣言」および「環

境国際行動計画」を実行するための機関。環

境に関する活動を総合的に調整管理している。
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２ オゾン層の破壊

（１）原因と現状

　私たちの地球をとりまく大気には、オ

ゾン（O₃）（注11）という気体が含まれて

います。その大部分は地上から約10 ～

50km上空の成層圏にあり、これをオゾ

ン層と言います。オゾン層は太陽光に含

まれる有害な紫外線の大部分を吸収し、

私たち人間や動物、植物を守っています。

　1980年代、このオゾン層のオゾン濃度

が薄くなっていることが明らかになって

きました。1982年、オゾン層に穴が開い

たような状態の“オゾンホール”が南極

上空で観測されたのです。その後の研究

により、原因はフロン（注12）ではないか

と考えられ、世界でオゾン層破壊とフロ

ンガスの関係が問題となりました。

　フロンは、1982年にアメリカで誕生し

た安価で安定性の高い気体です。冷蔵庫

やエアコンの冷
れい

媒
ばい

、スプレー、半導体製

品や精密機器の洗浄剤として大量に使用

されてきました。使用されたフロンガス

は大気中を上昇して成層圏で分解され、

オゾン層を破壊してしまうのです。

（２）影響

　オゾン層の破壊によって、有害な紫外

線の地上に届く量が増えると、地球上に

住む生物に以下のような影響が現れます。

① 　皮膚がん（注13）や白内障が増加しま

す。特に皮膚がんはメラニン色素が少

ない白人に起こりやすいと言われてい

ます。また、免疫機能を低下させたり、

遺伝子を傷つけたりといった影響も指

摘されています。

② 　作物への影響も深刻です。有害紫外

線が増えると成長が抑制され、光合成

量が低下します。特に大豆の収穫量が

減ると言われています。

③ 　海のプランクトンや小魚が減ること

によって、それをえさにする魚が減り

ます。また、プランクトンは毎年大量

に海中の炭素を固定しているので、減

少すると地球温暖化を加速させる可能

性もあります。

（３）対策

①　国際的な取り組み

　オゾン層を保護するための取り組みと

して、1985年に「ウィーン条約」（注14）が、

1987年には「モントリオール議定書」が

採択され、オゾン層破壊物質の生産や消

費が規制されることとなりました。その

後、規制物質の追加や削減スケジュール

の前倒しなど、規制の強化が行われてき

ました。2024年１月現在、197か国（EU

を含む）が批
ひ

准
じゅん

しています。

②　国内での取り組み

　日本は、1988年に「ウィーン条約」お

よび「モントリオール議定書」に加入し

ました。また、「オゾン層保護法」を制定

し、オゾン層破壊物質の生産・消費の削

減に取り組んでいます。2019年末には主

要なオゾン層破壊物質の生産は全廃され

ましたが、過去に生産された冷蔵庫、洗

濯機、エアコン等に残されたフロン類の

回収・破壊に引き続き取り組んでいます。

　先進各国でもフロンはほぼ全廃され、

これらの規制の結果、成層圏のオゾン層

破壊物質の総量は、1990年代後半をピー

クに減少傾向を示しています。2018年の

国連環境計画（UNEP）（注15）と世界気

▼地上10～ 50km上空の成層圏にあるオゾ
ン層

太陽太陽
紫外線

成層圏

オゾン層オゾン層

対流圏



＊注16	 世界気象機関（WMO）

　1951年に世界各国の気象業務の連携や気象

に関する情報の交換・研究を目的として設立

された国連の専門機関。大気汚染やオゾン層

破壊の調査も行っている。

＊注17　発展途上国に対しての特例

　これから工業化していく発展途上国は、資

金的にも技術的な面からも、先進国のように

フロンをすぐに削減することができない。そ

のため特例が設けられた。1993年には「オゾ

ン層保護基金｣ もでき、発展途上国のフロン

削減を援助している。

＊注18	 硫黄酸化物（SOｘ）や窒素酸化物

（NOｘ）

　二酸化硫黄（SO2）、一 酸 化 窒 素（NO）、

二酸化窒素（NO2）のこと。

＊注19	 pH（ピーエイチ）

　物質の酸性・アルカリ性の程度を表す単位。

雨には空気中の二酸化炭素が溶けており、普

通はpH 6 弱の弱い酸性を示す。この弱い酸

性の雨は土によって中和される。酸性雨は

pH5.6以下の雨のことをいう。pHはその値が

1.0違うと、酸性やアルカリ性の値が10倍違う。

＊注20	 死の湖

　酸性雨によって水に溶け出した重金属イオ

ンによるもの以外にも、酸性化した水によっ

て魚の体内の塩分濃度が低下して死にいたる

場合などがある。こういった原因が重なり、

生物が全く住んでいない“死の湖”が生まれる。
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象機関（WMO）（注16）の報告では、2030

年代～ 2060年代にはオゾン層の破壊が

少なかった1980年のレベルまでオゾン層

が回復すると予測されています。

　ただし、「モントリオール議定書」で

は、発展途上国に対しての特例（注17）を

認めているため、世界中でフロンが全廃

されたわけではありません。また、代替

フロンとして使用されているハイドロフ

ルオロカーボン（HFC）は、オゾン層を

破壊しないものの、強力な温室効果ガス

であるため京都議定書の規制対象物質と

なっています。これらの排出抑制は地球

温暖化対策の観点からも重要となってお

り、世界各国が協力して取り組むことが

求められています。

３ 酸性雨

（１）原因と現状

　酸性雨は石油や石炭などの化石燃料を

燃やした時に生じる硫黄酸化物（SOX）

や窒素酸化物（NOX）（注18）が大気中に

排出されることが原因で起こります。こ

れらの物質は、主に工場や自動車から排

出されるすすと煙（ばい煙
えん

）や排気ガス

の中に含まれています。

　排出された硫黄酸化物や窒素酸化物

は、他の酸化物質や太陽の光、水分と反

応して硫
りゅう

酸
さん

や硝
しょう

酸
さん

になります。これが雨

雲に取り込まれて、強い酸性を示す雨や

霧になったものが酸性雨です。

　酸性雨による被害は、まず、1950年代

に工業化の進んだ北ヨーロッパで発生

し、1970年代になるとヨーロッパ各国に

広がりました。酸性雨は国境を越えて数

千kmも運ばれることもあり、他国に被

害を与えるという問題があります。

　その後、ヨーロッパだけでなく、北米、

カナダ、さらに近年は中国やインドなど

のアジア地域でも、急速な工業化による

大気汚染物質の排出が増加し、酸性雨の

被害が発生しています。日本国内でも全

国的に酸性雨が観測されています。

（２）影響

　酸性雨の影響は土壌、森林、湖沼や河

川、建造物などに及びます。酸性雨によっ

て土が酸性化されると、土の中の微生物

が死んでしまい、有機物の分解が妨げら

れて土が枯れてしまいます。酸性化され

た土の回復には長い時間がかかるため、

植林ができず、他の植物も育ちにくくな

ります。ヨーロッパ中部、北アメリカ東

部、中国南西部地域などでは樹木の枯
こ

死
し

などが大きな問題になりました。旧西ド

イツの森林の半分以上が酸性雨による被

害を受けたとも言われています。

　湖 のpH（注19）が５以 下 に な る と、底

にたまっていたアルミニウムやマグネシ

ウムなどの金属が水に溶け出し、魚類が

死滅してしまいます。北欧や北米の花
か

崗
こう

岩
がん

地
ち

帯
たい

では、湖の水の酸性化によって、

魚類が生息できなくなった“死の湖”（注

20）が多くできています。

　また、酸性雨および大気汚染物質など

の複合的な影響で、野外の彫刻や建造物

の形が崩れる被害も深刻です。大理石や

銅などは酸に弱いため、酸性雨によって

腐食してしまうのです。ギリシアのパル

テノン神殿や大理石の彫刻など、貴重な

歴史的遺産への被害が各地で起こってい

▼オゾン層破壊物質とオゾン全量の時系列

1.4

1.0

0.6

0.4

300

280

290
1980年のレベル

観測

気候調整力が強い（SSP3-7.0）

気候調整力が中程度（SSP2-4.5）

1960 1980 2000 2020

等価CFC-11の排出量（各物質のオゾン層破壊効果をCFC-11に換算した排出量）

地球全体の年平均オゾン全量

2040

HCFC，ハロン
CFC，トリクロロエタン，四塩化炭素
クロロメタン
臭化メチル

2060 2080 2100
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算
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）

－
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オ
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量
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U
）

出典：「WMO/UNEP　オゾン層破壊の科学アセスメ
ント：2020」



＊注21	 東アジア酸性雨モニタリングネット

ワーク

　東アジア地域における酸性雨の現状の把
は

握
あく

や問題解決のための協力体制を作ることを目

的に、2001年より本格稼働を開始。酸性雨の

観測・データの収集を行い、酸性雨問題に関

する調査研究などを行う。現在、日本、中国、

インドネシアなど、東アジアの13か国が参加

している。

＊注22	 ha（ヘクタール）

　面積の単位。１ha＝100m×100m（10,000㎡）。

＊注23	 焼き畑農業

　森の木を切った後で乾燥させて火をつけ、

灰を肥料として栽培や牧畜を行う農業のこ

と。本来は２～３年耕作したら畑を休ませ、

地力を回復させてからまた焼き畑を行う。
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ます。

　酸性雨は人体にも影響を与えます。

1970年代の北欧で、女性の髪が緑色にな

るという現象が起きました。これは雨が

地下水を酸性化し、それを水源とする水

道水が銅製の水道管を溶かし、その銅化

合物によって髪が変色したものでした。

酸性化した水道水は下痢などの原因にも

なります。

（３）対策

　酸性雨の原因物質である硫黄酸化物や

窒素酸化物を出さないようにする技術が

各国で開発されています。

　例えば、工場では排煙脱
だつ

硫
りゅう

装置、排煙

脱
だっ

硝
しょう

装置などが開発され、設置されてい

ます。また、排気ガスを出さない電気自

動車などの開発も積極的に行われていま

す。

　国内では1950年代に公害問題が深刻に

なった時、工場から出る煙の浄化設備の

整備や、自動車の排気ガス規制などを厳

しく行ったことにより、酸性雨の原因物

質の排出は世界レベルで見ても、かなり

低くなっています。しかし、日本の酸性

雨の原因の１つに、中国の工業地帯で排

出されるばい煙や排気ガスが挙げられま

す。中国で排出された原因物質が、気流

に乗って日本に流れてきて、酸性雨を降

らすのです。

　近年、東アジアや中国では酸性雨の被

害が大きいので、国境を越えた酸性雨の

被害が日本に起こる可能性があります。

その対策として、日本は「東アジア酸性

雨モニタリングネットワーク」（注21）を

組織するなど、東アジアの大気汚染や酸

性雨の問題について国際的な取り組みを

行っています。

４ 森林破壊

（１）原因と現状

　全世界の森林の総面積はおよそ41億

ha（注22）で、陸地の約31％です。そのう

ちの45％が南アメリカ・アフリカ・アジ

アなどの熱帯雨林で占められています。

　森林は、何といっても地球上の重要な

酸素の供給源です。また、熱帯雨林は、

その地域の住民の食糧、肥料、燃料の大

切な供給源であり、土壌の保全や治水に

大きな役割を果たしています。全世界の

野生動物の半数が住んでいるため、“自

然の宝庫”や“遺伝子資源の宝庫”とも

呼ばれます。

　ところが、1990年から2020年までの30

年間に、日本の総面積の約５倍にあたる

約１億7,800万haもの森林が失われまし

た。特に、南アメリカ、アフリカなどの

熱帯の森林が大きく減少しています。

　森林減少の主な原因としては、世界的

な食糧・エネルギー需要の増加に伴うプ

ランテーション用地を含む農地等への土

地利用転換、自然の回復力を考慮しない

非伝統的な焼き畑農業（注23）、燃料用の

薪
まき

の過剰な伐
ばっ

採
さい

、持続可能な森林経営を

阻む違法な伐採、森林火災などがありま

▼二酸化硫黄濃度の年平均値の推移
　（1972 ～ 2021年度）
濃
度 

(ppm)

1972 76 80 84 88 92 96 2000 04 08 12 16 21

（年）

一般局
自排局

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

出典：環境省「大気汚染状況」（2021年度）

▼二酸化窒素濃度の年平均値の推移
　（1970 ～ 2021年度）

1970 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 21

濃
度 

(ppm)

（年）

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.06

0.05 一般局
自排局

出典：環境省「大気汚染状況」（2021年度）



＊注24	 国際熱帯木材協定

　資源枯
こ

渇
かつ

や環境への影響など、熱帯木材に

関する問題に対して、熱帯木材の生産国と消

費国が国際協力をするための協定。熱帯林回

復のために植林を推進することや、輸出入に

関する規定がある。

＊注25	 国際熱帯木材機関（ITTO）

　「国際熱帯木材協定」を運営するための機

関。研究開発や森林の造営・経営なども行っ

ている。日本の横浜に本部がある。

＊注26	 森林認証

　適切に管理された森林とそこから得られた

木材製品を、独立した第三者が認証し、消費

者が認証品を購入することによって森林全体

に寄与しようとするもの。
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森林伐採が原因と言われています。

⑤　熱帯雨林の急速な減少は、熱帯雨林

で暮らす住民に大きな影響を与えま

す。また、焼き畑の火が火災を起こす

被害も後を絶ちません。

（３）対策

①　人工の林を作り、森林の面積を増や

す活動が行われています。

②　熱帯雨林で生活する農民や、土地を

持たない住民が、自分たちで植林と森

の経営を両立できるようにしていま

す。焼き畑農業を、定住農業に変換す

ることも重要です。

③　木材のリサイクルや木を使わない紙

を普及させ、木材の消費を減らす取り

組みが行われています。

④　国際的な取り組みとしては、1983年

に採択された「国際熱帯木材協定」（注

24）を運用する機関として、「国際熱帯

木材機関」（ITTO）（注25）が設立され、

植林の振興や森林経営・調査などを

行っています。

⑤　森林を保全するための１つの手段と

して「森林認証」（注26）という取り組

みも実行されています。

す。

　日本はかつて建築資材やパルプの原料

として、世界の熱帯で伐採される木材の

約50％を輸入していました。輸出国の多

くは東南アジアであり、特にベニヤ材の

材料などにするラワンは、フィリピンで

輸出禁止になるほど伐採されました。日

本は熱帯林を破壊する国として国際的な

批判を受けたこともあり、現在では、東

南アジアからの輸入量は大きく減少して

います。

（２）影響

①　二酸化炭素（CO2）の吸収源である

森林が減少することから、温暖化が進

みます。また、酸素の供給量も減少し

てしまいます。

②　熱帯雨林を生活の場とする貴重な野

生動物や昆虫、植物が絶滅します。現

在、１年に約４万種の生物が絶滅して

いると言われています。

③　森林の伐採により、土地の保水能力

が失われ、雨で肥
ひ

沃
よく

な表土が洗い流さ

れて砂漠化します。特にアフリカでは

大きな問題となっています。

④　森林の保水力が失われると、干
かん

ばつ

や洪水が起こります。バングラデシュ

やインドの干ばつは、ヒマラヤ山脈の

５ 生物の絶滅

（１）原因と現状

　地球上の生物は、知られているだけで

も175万種、未発見の種も含めると500万

～ 3,000万種という推計もあります。し

かし、現在、世界では知られているだけ

で４万種以上の野生生物が絶滅の危機に

あると言われています。

　その主な原因は、以下の人間の社会経

済活動によるものと考えられています。

①　温暖化などの地球環境の変化によ

り、寒い地域にしか住めない生物の生

活する場がなくなりつつあります。

②　埋め立てや伐
ばっ

採
さい

など、開発によって

自然が壊され、生息地が減少していま

す。また、農薬や化学物質などが自然

に流れ込み、生物に悪影響を与えてい

ます。

③　里地里山などは人間の管理が不十分

なために、そこを住みかとする生物が

減っています。一方で、シカやイノシ

シなどが増えすぎて木や草を食べつく

してしまい、生態系に影響を与える、

鳥
ちょう

獣
じゅう

による被害の問題もあります。

④　希少な動物の乱
らん

獲
かく

や密
みつ

猟
りょう

が行われ、

さまざまな生物が絶滅に追い込まれ



＊注27	 生物多様性条約

　2023年９月現在、日本を含む194か国とEU

およびパレスチナがこの条約に入り、世界の

生物の多様性を保全するための具体的な取り

組みが検討されている（アメリカは未締結）。

　この条約には、先進国の資金によって、発

展途上国の取り組みを支援する「資金援助の

仕組み」と、先進国の技術を発展途上国に提

供する「技術協力の仕組み」があり、経済的・

技術的な理由から、生物の多様性の保全と、

持続可能な利用のための取り組みが十分でな

い発展途上国に対する支援が行われている。

＊注28	 生物多様性基本法

　人類の存続の基盤である生物の多様性を将

来にわたり確保するため、国、地方公共団体、

事業者、国民の責務を明確にすることで、環

境保全等に関する施策を総合的かつ計画的に

推進する法律。2008年制定。

＊注29	 レッドリスト

　2020年の公表では、日本で絶滅の危機にあ

る種は3,716種。近年では、ニホンカワウソ

が絶滅種に、ニホンウナギが絶滅危惧種に選

定された。
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ンスが崩れた場合、どのような影響を受

けるかわかりません。国や地域にかかわ

らず、すべての人間の生活は生物が多様

であることの恵みの上に成り立っている

からです。

　例えば、環境汚染を浄化する機能を高

め、正常な環境を提供してくれるのは、

多様な生物のおかげです。さまざまな環

境の変動に対する抵抗力・回復力も多様

な生物がいることによって高められてい

ます。

（３）対策

　私たちが生存していくためには、生物

の多様性を保全していくことが必要で

す。しかし、生物に国境はなく、日本だ

けで生物の多様性を保全しても十分では

ありません。世界全体でこの問題に取り

組むことが重要です。

①　国際的な取り組み

　1992年に、生物の種や遺伝子、生態系

の多様性を守るために「生物多様性条

約」（注27）が採択されました。絶滅が心

配される状態にある種をリストアップ

し、その状況を調査報告した「レッドデー

タブック」が刊行されています。

　また、多様性が最も危機にさらされ、

ています。また、天敵である外来種が

持ちこまれて繁
はん

殖
しょく

したことで、もとも

とその地域にいた生物を追い出してし

まうなど、影響を与えています。

（２）影響

　「国 際 自 然 保 護 連 合」（IUCN）で は、

絶滅のおそれのある種として、４万2,100

種以上を挙げています（2023年９月時

点）。それは鳥類の13％、哺乳類の27％、

両生類の41％にのぼる数です。このまま

いけば、数十年後には生物種の４分の１

が絶滅してしまうとさえ言われていま

す。

　人間も生物である以上、生態系のバラ

保全が必要な36の地域（国際環境NGO

コンサベーション・インターナショナル

公表　2023年９月現在）が「ホットスポッ

ト」として指定されています。日本列島

もその１つになっています。

②　日本国内の取り組み

　「ホットスポット」の指定を受けて、

2008年には日本でも「生物多様性基本法」

（注28）が制定されました。環境省では、

絶滅のおそれのある国内の野生生物の種

をまとめた「レッドリスト」（注29）を公

表し、保護や増殖を行っています。

　また、屋
や

久
く

島
しま

の原生林や白神山地のブ

ナ林など、ほとんど人の手が加わってい

ない原生の状態を保っている地域や、優

れた自然環境を維持している地域は、「自

然環境保全地域」に指定して、生態系に

影響を与える行為を禁止にするなどの規

制を行っています。

▼トキ

 （写真提供：佐渡トキ保護センター）
1981年に最後の５羽が捕獲され、日本の野生のトキ
は絶滅した。現在は人工的にヒナをかえして、少し
ずつ数を増やし放鳥している。



＊注30	 モーリシャス沖座礁事故

　2020年７月25日、インド洋のモーリシャス

島南東部の沿岸で日本企業の貨物船が座礁。

大量の重油が流出し、周辺海域のサンゴ礁や

マングローブへの汚染が発生した。
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６ 海洋汚染

（１）原因と現状

　今、きれいな海が消えつつあります。

生き物が住めないほど汚染された海やゴ

ミで汚れたビーチが世界には少なくあり

ません。このような「海洋汚染」は私た

ち人間が引き起こしたものです。

　海洋汚染の主な原因には次のようなも

のがあります。

①　化学物質や有毒物質を含んだ工業排

水が処理されずに流出すると、川や海

の水が汚染されるだけでなく、健康被

害を及ぼす場合があります。現在、日

本では排出基準が厳格に定められ、有

害物質が流出する可能性は少なくなっ

ていますが、世界では工業排水の基準

が定められていない国もあり、海洋汚

染の原因となっています。

②　下水道が十分普及していない途上国

などでは、トイレ、キッチン、お風呂、

洗濯などから出される生活排水も海洋

汚染の原因の１つです。

③　船舶の事故により油などが流出する

と海洋汚染が発生します。2020年に起

きたモーリシャス沖座礁事故（注30）で

は、1,000トンもの重油が流出し、環

境保護の対象となっている地区の生態

系へのさまざまな影響が懸念されてい

ます。

④　近年、最も対策が急がれているのは

海洋ゴミ、特に海洋プラスチックゴミ

の問題です。ポイ捨てされたペットボ

トルやレジ袋などが風や雨により川に

入り込み、海に流出し海洋ゴミとなり

ます。海洋ゴミのうちおよそ７割は陸

で発生したものです。海で発生した海

洋ゴミはおよそ３割であり、漁網など

のプラスチック製漁具の海洋放棄など

が原因です。

（２）影響

　海洋ゴミをはじめとする海洋汚染は、

生態系を含めた海洋環境の悪化、海岸機

能の低下、景観の悪化、漁業や観光業へ

の影響、船舶の航行障害など、さまざま

な影響を及ぼします。

①　水質の低下による影響

　海洋汚染が進行すると、水質が低下し

ます。海や川には水質を保つ仕組みが備

わっていますが、生活排水などにより微

生物が分解できないほどの量の有機物が

流れ込むと、水中の酸素不足により汚

濁・悪臭が発生し、人々の生活環境に悪

影響を及ぼします。

　工業・生活排水によって水中のリンや

窒素が増加すると、プランクトンの大量

発生により赤潮が発生し、魚の養殖など

に被害が及ぶ場合があります。

②　海洋プラスチックゴミ

　海洋プラスチックゴミは現在、世界で

１億5,000万トンあると推定されており、

毎年800万トンのプラスチックゴミが新

たに海に流出しています。

　これらのプラスチックを魚や海洋動物

がえさと間違えて食べてしまったり、ゴ

ミが引っかかってしまい死んでしまった

りすることもあります。

　プラスチックは自然界で完全に分解さ

れるには数百年以上かかるため、ひとた

▼日本における漂着ゴミの種類別割合（個数）

プラスチック
65.8%

自然物
15.9%

金属 4.0%

布 0.8%

ガラス・陶器
2.8%

木材 7.3%

その他 3.4%

出典：環境省「海洋ごみをめぐる最近の動向」（2018
年9月）



＊注31　ロンドン条約

　正式名称は「廃棄物その他の物の投棄によ

る海洋汚染の防止に関する条約」。陸上で発

生した廃棄物を船舶、航空機などから海洋投

棄したり、廃棄物を海上で焼却処分したりす

る行為を規制する。

＊注32　マルポール73/78条約

　正式名称は「1973年の船舶による汚染の防

止のための国際条約に関する1978年の議定

書」。船舶の運航や事故による海洋の汚染を

防止するための条約。

＊注33　国連海洋法条約

　「海の憲法」とも呼ばれ、海洋における包

括的な法秩序を規定した条約。海洋汚染を「陸

上からの汚染」「海底での活動による汚染」「深

海底での活動からの汚染」「投棄による汚染」

「船舶からの汚染」「大気からの汚染」に区分

し、各国に海洋環境の保護・保全を求めてい

る。正式名称は「海洋法に関する国際連合条

約」。

＊注34　海洋汚染防止法

　正式名称は「海洋汚染等及び海上災害の防

止に関する法律」。船舶の油・廃棄物の排出

などによる海洋汚染や海上災害を防止するた

めの基本の法律である。

＊注35　生分解性プラスチック

　土中や水中の微生物の働きによって水と二

酸化炭素に分解されるプラスチック。

22 23 

（３）対策

①　国際的な取り組み

　1972年に「ロンドン条約」（注31）が採

択され、海洋への投棄禁止物質が定めら

れました。1996年の議定書において規制

が強化され、原則すべての物質の海洋投

棄および洋上焼却が禁止されました。

　船舶による海洋汚染防止の取り組みと

して「マルポール73/78条約」（注32）があ

ります。1983年に発効し、油類、バラ積

み有害液体物質、梱包して輸送する有害

物質、汚水および廃棄物のすべてを規制

の対象としています。

　また、1994年に発効（日本では1996年

に発効）した「国連海洋法条約」（注33）

においても海洋環境の保護および保全に

ついての規定が設けられ、世界各国で取

り組みが進められています。

び海に流出すると半永久的に海に漂い、

蓄積されます。このままでは2050年の海

は魚よりプラスチックゴミのほうが多く

なるとの予測もあります。

　さらに深刻なのは「マイクロプラス

チック」の問題です。プラスチックは紫

外線に長時間さらされると強度がなくな

り、細かく砕けます。直径５ミリ以下に

なったマイクロプラスチックが魚や海洋

動物の体内に入ると、消化器官を傷つけ

る、食欲不振になるなどの悪影響がある

と考えられています。

　海洋プラスチックからは有害な化学物

質が検出されることがあり、魚を食べる

人間に悪影響を及ぼす可能性も否定でき

ません。

②　国内での取り組み

　日本では1970年に「海洋汚染防止法」

（注34）が定められ、船舶・海洋施設など

における油、有害液体物質、廃棄物の排

出や焼却を規制しています。

　海洋プラスチック問題への対策として

2019年には環境省により「海洋プラス

チックごみ対策アクションプラン」が策

定され、ポイ捨て、不法投棄の防止や海

洋ゴミの回収など、プラスチックゴミの

海洋流出を抑えるさまざまな取り組みが

進められています。

　プラスチックとの賢いつき合い方を全

国的に推進する「プラスチック・スマー

ト」で は、地 方 自 治 体、企 業、NGO、

研究機関などの海洋プラスチックゴミ削

減に向けた取り組みの募集や、個人のア

イディアや取り組みのSNS上でのシェア

を呼びかけるなどの施策を行っていま

す。

　また、「海洋生分解性プラスチック（注

35）開発・導入普及ロードマップ」を策

定し、国と企業が連携して技術開発など

に取り組んでいます。

▼動物への被害

 （写真：NOAA（アメリカ海洋大気局））
太平洋のミッドウェー島で見つかった、アホウドリ
の死骸。胃の中にプラスチック類やライターなどが
入っていたことがわかる。
出典：環境省「平成29年度漂着ごみ対策総合検討業

務」

▼有害物質を取り込むマイクロプラスチック
の生物への影響

出典：環境省「平成29年度漂着ごみ対策総合検討業
務」



＊注36	 持続可能な開発のための2030アジェ

ンダ

　2015年に期限を迎えた前身の「ミレニアム

開発目標（MDGs）」が、途上国の開発目標

を定めたものであったのに対し、SDGsは先

進国を含めたすべての国に適用される普遍性

が最大の特徴である。
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廃棄を半減させ、収穫後損失などの生

産・サプライチェーンにおける食料の

損失を減少させる。

12.5　2030年までに、廃棄物の発生防止、

削減、再生利用及び再利用により、廃

棄物の発生を大幅に削減する。

13	　気候変動及びその影響を

軽減するための緊急対策を

講じる

13.1　すべての国々において、気候関連

災害や自然災害に対する強靱性（レジ

リエンス）及び適応力を強化する。

14	　持続可能な開発のために

海洋・海洋資源を保全し、

持続可能な形で利用する

14.1　2025年までに、海洋堆積物や富栄

養化を含む、特に陸上活動による汚染

など、あらゆる種類の海洋汚染を防止

し、大幅に削減する。

　　　　　15　陸域生態系の保護、回復、

持続可能な利用の推進、持

続可能な森林の経営、砂漠

化への対処、ならびに土地の劣化の阻

止・回復及び生物多様性の損失を阻止

する

７ SDGs（持続可能な開発目標）

（１）SDGsとは

　SDGsとは、2030年までに世界が達成

すべき環境と開発に関する国際目標で

す。Sustainable Development Goalsの 略

称で、日本語では「持続可能な開発目標」

と言われています。2015年の国連サミッ

トで採択された「持続可能な開発のため

の2030アジェンダ」（注36）の中核をなす、

国際社会共通の目標です。

（２）SDGsの17の目標

　SDGsは「だれひとり取り残さない」

という理念のもとに、17の目標と169の

ターゲットを掲げています。

　「貧困や飢餓の撲滅」「質の高い教育」

「ジェンダー平等」「経済成長と雇用」「気

候変動対策」など、SDGsの目標は多岐

にわたります。

　ここでは、地球環境に関連の深い目標

の一部を抜粋してご紹介します。

12	　持続可能な生産消費形態

を確保する

12.3　2030年までに小売・消費レベルに

おける世界全体の一人当たりの食料の

15.5　自然生息地の劣化を抑制し、生物

多様性の損失を阻止し、2020年までに

絶滅危惧種を保護し、また絶滅防止す

るための緊急かつ意味のある対策を講

じる。

（３）SDGsに取り組む

　SDGsは、持続可能な社会や暮らしを

実現するため、各国の政府や、企業、個

人も取り組む目標として示されています。

　地球温暖化や生物多様性の喪失など、

人類は多くの課題に直面しています。地

球で暮らし続けるためには、私たち一人

ひとりがSDGs達成のために何ができる

かを考え、行動することが必要です。

▼SDGs17の目標

出典：外務省「持続可能な開発目標（SDGs）と日本の取組」



26 27 

❶ 地球温暖化

（１） 　この200年程の間に、地球温暖化が急激に進んだのはなぜでしょうか？ 

（２） 　このまま温暖化が進むと、どのような影響が出ると予想されているで

しょうか？

（３） 　温暖化対策には、どのようなものがあるでしょうか？

❷ オゾン層の破壊

（１） 　オゾン層の破壊の原因となった、代表的な気体は何でしょうか？　その

気体は、どのようなところで使われているでしょうか？

（２） 　オゾン層の破壊が進むと、生物にどのような影響があるでしょうか？

❸ 酸性雨

（１） 　酸性雨が降るのは、大気中にどのような気体が排出されることが原因で

しょうか？　また、これらの気体はどこから排出されるのでしょうか？

（２） 　酸性雨が降ると、どのような影響があるでしょうか？

❹ 森林破壊

　森林破壊が進むと、どのような影響が出るでしょうか？　また、森林の保全

のために、どのような対策がとられているでしょうか？

❺ 生物の絶滅

　生物の絶滅が急激に進んでいる理由は、どのようなことでしょうか？

❻ 海洋汚染

（１） 　近年、海洋汚染の原因として最も対策が急がれている問題は何でしょう

か？

（２） 　海洋汚染が進むと、どのような影響があるでしょうか？

❼ SDGs（持続可能な開発目標）

（１） 　SDGs（持続可能な開発目標）とはどのようなものでしょうか？

（２） 　SDGsが掲げる17の目標にはどのようなものがあるでしょうか？　２つ

答えなさい。

まとめの問題 １



＊注37	 公害訴訟

　企業活動によって、地域住民がこうむった

環境災害に対して、損害賠償や差し止めを求

める裁判上の手続のこと。

＊注38	 μｍ（マイクロメートル）

　長さの単位。１μｍ＝1,000分の１mm。

＊注39	 ＰＭ（ピーエム）2.5

　大気中に浮遊している粒子のうち、大きさ

が2.5μm以下の非常に小さな粒子のこと。

＊注40	 四日市ぜんそく訴訟

　1967年、三重県四日市市の住民が、石油コ

ンビナート工場の排出する二酸化硫黄などに

よってぜんそくになったとして、石油会社な

どを訴えた裁判。大気汚染による健康被害を

訴えたこの裁判は、1972年に原告側の全面勝

訴となった。

　四日市ぜんそく、水俣病、新潟水俣病、イ

タイイタイ病の四つを四大公害病という。こ

れらの公害病は、日本の環境行政に大きな影

響を与えることになった。

＊注41	 光化学オキシダント

　光化学オキシダントは環境基準値（人の健

康を保護する上で維持されることが望ましい

基準）で、「１時間値が0.06ppm（ピーピー

エム）以下であること」と定められている。

　１時間値が0.12ppm以上で、気象条件から

その状態が続くと判断された場合、都道府県

知事等により“光化学オキシダント注意報”

が出される。
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１ 大気汚染

（１）原因と現状

　国内の大気汚染の主な原因は“高度経

済成長期”と呼ばれる昭和30 ～ 40年代

における、工場や火力発電所からの排煙

でした。現在、これらの汚染源は公害訴

訟（注37）を通じて整備された法律や技術

開発によって、かなり改善されています。

　今、大きな問題となっているのは自動

車の排出ガスによる大気汚染です。改善

のために、自動車や燃料の開発が行われ

ていますが、自動車台数の増加のため、

都市部での大気汚染はあまり改善されて

いません。

　大気汚染物質として、化石燃料である

石油や石炭に含まれる硫黄（S）と窒素（N）

が燃える時に、酸素と結合してできる硫

黄酸化物（SOX）や窒素酸化物（NOX）

が挙げられます。

　空気中に浮遊する粒
りゅう

径
けい

10μ
マイクロ

ｍ
メートル

（注38）以

下の粒子状の物質も、大気汚染の原因と

なっています。工場から直接排出される

ばいじん（すすや燃えカス）や自動車か

ら排出されるすす状の粒子が、風によっ

て空気中に巻き上げられ、大気汚染が発

生します。また、“ディーゼル排気粒子

（DEP）”という、ディーゼル自動車から

排出される粒子状の物質も大きな原因と

なっています。

（２）影響

　私たちが１日に体内に取り込むものの

中で、最も量が多いのが空気です。この

空気が汚染されれば、人体に与える影響

ははかりしれません。

①　健康への被害

　目の痛み、ぜんそくなど気管支系疾患

が起こります。特に、“ディーゼル排気

粒子”の中には、発がん性物質などの有

害物質も含まれていますので、危険性が

国内の環境問題Ⅱ
高いと言われています。また、春になる

と多くの人を悩ます花粉症との関係も指

摘されています。

　近 年 問 題 に な っ た 微 小 粒 子 状 物 質

（PM2.5（注39））は、粒子の大きさが髪の

毛の太さの30分の１と非常に小さいため、

肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系や

循環器系への影響が心配されています。

　健康被害が大きな問題になった例とし

て、“四日市ぜんそく訴訟”（注40）など

の四大公害裁判が挙げられます。これら

の裁判をきっかけに、国民が公害などの

環境問題を考えるようになりました。

②　酸性雨・光化学オキシダントの発生

　大気汚染物質の硫黄酸化物（SOX）や

窒素酸化物（NOX）が、雨雲に溶け込ん

で酸性雨となり、さまざまな被害をもた

らしています（12ページ参照）。

　また、窒素酸化物などが太陽からの紫

外線を受けると、光化学反応的に複雑な

変化をして、オゾンなどの酸性度の高い

物質に変化します。この物質は“光化学

オキシダント”（注41）と呼ばれ、光化学

スモッグを引き起こす原因となっていま

す。濃度の高い光化学オキシダントは、

目やのどの痛み、呼吸器系の病気を引き

起こします。



＊注42	 環境基準

　「環境基本法」に基づいて設定されたもの。

大気汚染、水質汚濁、土壌の汚染、騒音につ

いて、人の健康を保護し、生活環境を保全す

る上で維持されることが望ましい基準が、そ

れぞれ定められている。

＊注43	 大気汚染防止法

　工場のばい煙
えん

や自動車の排気ガス濃度の規

制、違反事業者の損害賠償責任・罰則を定め

た法律。固定発生源（工場や事業場）から排

出される大気汚染物質について、物質の種類

ごと、排出施設の種類・規模ごとに細かく排

出規制されている。1968年に制定・施行された。
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素社会の実現に向けてますます厳しく

なっています。

②　新技術・新エネルギーの開発

　工場から排出される窒素酸化物（NOX）

を減少させるために、低NOX燃焼技術や

排煙脱
だっ

硝
しょう

技術などが開発されています。

　また、太陽光発電や風力発電、太陽熱

や地熱を使った自然エネルギーの開発を

推進するほか、水素発電など、石油発電

に代わる発電方法を研究開発しています

（43ページ参照）。排気ガスを出さない電

　また、光化学オキシダントにあたった

植物の葉は斑
はん

点
てん

が出たり、全体が変色し

て枯れる場合もあります。そのため、農

作物への被害などが指摘されています。

さらに、オゾンは二酸化炭素よりはるか

に強力な温室効果ガスであるため、地球

温暖化を進める原因ともなっています。

（３）対策

①　法的な取り決め

　国は「環境基準」（注42）や ｢大気汚染

防止法｣（注43）などを制定し、大気汚染

に対する基準を作成しました。また、発

生源となる施設などでの汚染物質の排出

規制や自動車の排気ガス規制、測定設備

の設置など、大気汚染の改善のためにさ

まざまな研究や規制を行っています。

　特に、自動車の排気ガス規制は、脱炭

気自動車の普及も促進されており、電気

自動車を購入すると、税金面で優遇され

るようになっています。

③　ディーゼル車の使用規制

　大気汚染の大きな原因となっている

ディーゼル車の排気ガスを抑制するた

め、東京都では2003年10月より、規制が

行われています。これは都が独自の規制

値を設定し、これを満たさないディーゼ

ル車の都内での運転を禁止するというも

のです。規制を満たさないディーゼル車

は、都が指定する粒子状物質減少装置を

つけるか、低公害車への買い替えを行う

必要があります。ディーゼル車の規制は

東京都のほか神奈川県・千葉県・埼玉県・

愛知県・三重県・大阪府・兵庫県で実施

されています。

④　ライフスタイルの見直し

　効率や利便性を追求してきた私たちの

生活を、根本から見直す必要がありま

す。安易な電力の使用によるエネルギー

の浪費や、自動車の利用を意識的に減ら

すことで、大気汚染の原因物質を減らし

ていくことができるのです。

　家電や車を買う時にも、省エネ性能の

高い製品を選ぶようにしましょう。

▼大気汚染に関連する環境基準

出典：環境庁告示

物質 環境上の条件（設定年月日等）

二 酸 化 硫 黄
（SO2）

１時 間 値 の１日 平 均 値 が
0.04ppm以下であり、かつ、
１時間値が0.1ppm以下である
こと。（昭48.5.16告示）

一 酸 化 炭 素
（CO）

１時 間 値 の１日 平 均 値 が
10ppm以 下 で あ り、か つ、 
１時 間 値 の８時 間 平 均 値 が
20ppm以下であること。

（昭48. 5. 8告示）

浮遊粒子状物
質（SPM）

１時 間 値 の１日 平 均 値 が
0.10mg/m³以下であり、かつ、
１時 間 値 が0.20mg/m³以 下
であること。（昭48. 5. 8告示）

二 酸 化 窒 素
（NO2）

１時 間 値 の１日 平 均 値 が
0.04ppmか ら0.06ppmま で
のゾーン内またはそれ以下であ
ること。（昭53. 7. 11告示）

光化学オキシ
ダント（OX）

１時間値が0.06ppm以下であ
ること。（昭48. 5. 8告示）

▼光化学オキシダント

工場

自動車

光化学反応
窒素酸化物
炭化水素

光化学オキシダント

紫外線
太陽



＊注44	 熱帯夜

　夜間の最低気温が25℃以上の夜のこと。熱

帯夜は高度経済成長の始まった1960年頃から

増加した。
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２ ヒートアイランド現象

（１）原因と現状

　大都市では、自動車から大量の排気ガ

スや排熱が出ています。また、排熱は林

立したビルからも出ています。さらに、

道路などの地表の大部分がコンクリート

やアスファルトで覆われているため、土

からの水分の蒸発による気温の低下が妨

げられています。

　そのため、大都市中心部では、郊外に

比べて気温が高くなるという現象が起き

ています。この状態を等温線で描くと、

都市中央部が島のように見えるため、

“ヒートアイランド現象”と呼ばれてい

ます。自然や水辺が少なく、道路などが

舗装された、大都市特有の現象です。

（２）影響

①　日射病や熱射病などの熱中症が増加

します。また、日中にアスファルトや

コンクリートなどに蓄えられた熱が

夜間に放出されるため、夜になっても

気温が下がらない、熱帯夜（注44）が増

えます。そのため、都市部の住民は不

快で眠れないなどの影響を受けます。

　　東京都では、過去100年で平均気温

が約2.2℃上昇しました。また、気温

が35℃を超えた年間日数も1990年から

1995年の平均4.8日に対して、2015年か

ら2022年は8.7日に増えています。

②　快適さを求めるためにエアコンな

どの電化製品の使用量が増え、電力消

費が拡大します。そのため、毎年都市

部では夏季の電力不足が心配されて

います。

　　エアコンの稼働が増えると、排熱が

増え、いっそう気温が上がり、さらに

エアコンの使用が増えて、電力の消費

が進み、排熱も増えるという悪循環を

生み出しています。

③　ヒートアイランド現象の高温の地域

では、短時間の強い雨が降ることが指

摘されています。

水害に注意
　近年、最高気温が35℃以上の猛暑

日や熱帯夜が増えているほか、大雨

による河川の氾
はん

濫
らん

、土砂災害などの

被害が多発しています。

　同じ場所で数時間にわたり強く降る

「集中豪雨」や、短時間に狭い範囲で

急に強く降る「局地的大雨」が増え

ており、予測が難しいことから一般

に“ゲリラ豪雨”とも呼ばれています。

　さらに警戒が必要なのは「線状降

水帯」です。発達した積乱雲が帯状

に連なり、数時間にわたって同じ場

所に大雨を降らせます。線状降水帯

は豪雨災害で繰り返し確認されてお

り、気象庁は厳重な警戒や安全の確

保を呼びかけています。

　これらの大雨や集中豪雨の増加も

地球温暖化が関係している可能性が

あると言われています。

コ ラ ム

▼日降水量400mm以上の年間観測回数
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出典：気候変動監視レポート2022



＊注45	 屋上の緑化

　東京都では「都市と自然が調和した豊かな

東京の実現」を目指して、2000年12月に「自

然保護条例」を改正し、ビルの屋上の緑化を

義務化している。

＊注46	 化学物質

　アメリカ化学会が登録している化合物番号

（CAS登録番号）は化合物と遺伝子配列を合

わせて２億5,000万以上ある（2021年４月現

在）。

＊注47	 水俣病

　1956年、熊本県水俣市で起きた公害病。化

学工業会社チッソの工場が排出したメチル水

銀が水俣湾に流入し、水俣湾の魚を食べた人

に健康被害をもたらした。環境汚染が食
しょく

物
もつ

連
れん

鎖
さ

を通して人体に影響した初めての例とし

て、「公害の原点」と言われている。

＊注48	 化学物質審査規制法（化審法）

　製造・輸入される化学物質について、事前

に人への有害性などについて審査し、環境や

人に悪影響を与えるおそれがある化学物質の

製造、輸入、使用を規制した法律。

　当初、制定前からあった化学物質は審査の

対象外だったが、2009年の改正で強化され、

新しいものだけでなくすべての化学物質が審

査の対象となった。正式名は「化学物質の審

査及び製造等の規制に関する法律」。
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３ 化学物質の影響

（１）原因と現状

　私たちは暮らしの中で、化学物質（注

46）の性質を利用して作られたさまざま

な製品を使っています。化学物質とは、

鉄や石油、水銀、二酸化硫黄など、もと

もと自然にあるものと、ガソリンや洗

剤、塗料、殺虫剤、農薬など、人工的あ

るいは工業的に合成されたものの総称で

す。

　化学物質は生活を便利にする一方で、

使い方をまちがえたり、きちんと処理せ

ずに環境中に捨てたりすると、人間や動

植物に悪い影響を与えてしまいます。

　下水道が未整備の地域では、家庭排水

にまじった洗剤が原因で、河川の水質汚

濁が問題になりました。四大公害病とし

て知られる水俣病（注47）は、工場排水に

含まれるメチル水銀で汚染された水俣湾

の魚介類が原因で発生した公害病です。

1955年以降、高度経済成長期に入ると、

各地の工業地帯で産業型の公害が発生し

大きな社会問題になりました。

　また、PCB（ポリ塩化ビフェニル）は、

皮膚や肝機能の障害、発がん性などの毒

性があるとわかり、生産が中止されてい

（３）対策

①　エアコン・自動車などの利用を抑制

し、排熱を減らします。これは地球温

暖化対策としても必要なことです。

②　都市計画で、公園整備や緑化を図り

ます。緑地が増えると、木の表面から

水が蒸発する時の気化熱で、気温を下

げる効果があります。大都市ではビル

の屋上の緑化（注45）なども進められて

います。

　　また、新しく建設物を建てる時は、

風や水の通りを考慮した建築物の配

置なども行われています。

ます。1973年には、PCBによる環境汚染

問題がきっかけで「化学物質審査規制

法」（注48）が制定され、人への有害性や

環境を経由した健康被害を防ぐため、化

学物質を規制する法律ができました。

　その後も、ゴミを焼却する際に発生す

るダイオキシン類や、毒性が強く農作物

や土
ど

壌
じょう

への残留性が高い農薬などで、人

や生物への影響が指摘されています。

（２）影響

　化学物質は使い方や処分の仕方をまち

がえると、環境を汚すだけでなく、人や

生物に悪い影響を与えます。

①　洗剤に含まれる窒素やリンが水中に

流れ込むと、水の栄養分が増える富栄

養化が起こり、それらをえさにする藻
も

類（植物プランクトン）が異常繁殖を

起こします。湖ではアオコ、海では赤

潮が発生し、水中の酸素を大量に消費

するため、魚介類が窒
ちっ

息
そく

してしまい、

生態系や漁業に大きな影響を与えま

す。

②　約70年前に問題となった水俣病は、

工場から海に排出されたメチル水銀

が生物濃縮（注49）され、汚染された魚

を人が食べることで、高濃度の有害物

質が体内に入り込み、体に悪影響を与

▼環境モデル都市・品川区に作られた“風
の道”

出典：東京都都市整備局「品川駅・田町駅周辺まち	
づくりガイドライン2020」



＊注49	 生物濃縮

　最初は低濃度でも、食物連鎖の過程で体内

の有害物質が濃縮され、毒性が高まること。

日本では1950年代に、工業用排水に含まれる

水銀やカドミウムにより、水俣病やイタイイ

タイ病などの深刻な公害被害が発生した。

＊注50	 化学物質排出把握管理促進法（化

管法）

　事業者が対象となる化学物質を排出・移動

した際には、その量を把握し、自主的に化学

物質の管理を改善・強化するように求める法

律。国に集計データを届け出ることを義務づ

けている。

　正式名は「特定化学物質の環境への排出量

の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律」。
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その農作物を食べる人間や、飼料にし

た家畜の肉、牛乳などにも影響を与え

ます。

⑤　化学物質を使った塗料を家の壁など

に使うと、頭痛がしたり、気分が悪く

なったりといった症状が現れます。

（３）対策

　2007年にヨーロッパで、EUがすべて

の化学物質を対象とした規制を始めたの

をきっかけに、日本では2009年に「化学

物質審査規制法」が改正されました。改

正後は、すべての化学物質について、一

定の数量以上を製造・輸入した事業者

に、その数量などを届け出ることが義務

づけられました。また、特定の化学物質

については、有害性のデータの提出など

を求め、国は提出された情報をもとに化

学物質を評価し、有害なものは製造・使

用などを規制しています。

　2008年には「化学物質排出把握管理促

進法」（注50）の改正を行い、化学物質を

扱う事業者が、環境中にどれくらい有害

な化学物質を出したかなどを把握するよ

う定めました。これにより、化学物質の

年間排出量などを集計して、環境に悪影

響が出るのを未然に防ごうとしていま

す。

えて社会問題になりました。

③　重金属や有害な化学物質、農薬、油

などが地下水に浸透し、自然環境や人

の健康に影響を与えることもありま

す。1993年頃、不法投棄されたコンク

リート片から地下水汚染が引き起こ

され、飲用した住民に健康被害が生じ

ました。

④　作物を育てる際に殺虫剤、農薬など

を使用することがありますが、使って

いる成分や使用方法によって体に不調

をきたすなどの悪い影響を与えること

があります。土やほこりにまじって呼

吸によって体内に吸引されたり、砂遊

びなどで皮膚から摂取したりします。

農作物は根から吸収してしまうため、

　こうした動きは、どれも事業者に対し

て、化学物質の適切な管理を求めたもの

です。製品を作り出す企業に、人の体や

環境を守る責任を負わせています。

　一方で、実際に製品を利用する私たち

にもできることがあります。

①　まずは、どんな化学物質が使われて

いるのかを知りましょう。自分が食べ

る食品や衣服、日用品にも多くの化学

物質が使われています。どのような化

学物質が使われていて、どのような便

利な性質があるのか、逆にどのような

有害な性質を持っているのかを調べて

みましょう。

②　実際に使うときには、スプレー式の

殺虫剤を自分で吸い込まないように

するなど、製品表示の注意事項を読

み、正しい使用方法を心がけましょ

う。

③　必要以上に使わない、使い終わった

製品は表示ルールにしたがって捨て

るなど、化学物質を環境中に排出しな

いようにしましょう。

　化学物質は生活に欠かせないほど便利

な性質を持っています。それだけに、有

害な性質を持っていることを理解して、

上手に付き合うことが大切です。

▼生物濃縮のしくみ

大気中・水中の有害物質

濃
縮
さ
れ
る
　
　

植物プランクトン

　動物プランクトン

魚類

大型ほ乳類

ヒト

　生物の体内に入った化学物質は、食べる・食べら
れるという関係が進むにつれてしだいに濃くなって
いきます。
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❶ 大気汚染

（１） 　大気汚染の原因として、現在、最も問題となっているのは何でしょうか？

（２） 　大気汚染が進むと、人間の身体にどのような影響があるでしょうか？

（３） 　大気汚染対策として行われている規制には、どのようなものがあるで

しょうか？

❷ ヒートアイランド現象

（１） 　ヒートアイランド現象とは、どのようなものでしょうか？

（２） 　ヒートアイランド現象が関係しているとされる、都市部で起こる “集中

豪雨”や“局地的大雨”のことを何と言うでしょうか？

（３） 　ヒートアイランド現象対策として、都市部で進められているのはどのよ

うなことでしょうか？

まとめの問題

❸ 化学物質の影響

（１） 　有害な化学物質が原因で引き起こされた公害病の例には、どのようなも

のがあるでしょうか？

（２） 　食べる・食べられるという関係が進むうちに、化学物質がしだいに濃く

なっていくことを何と言うでしょうか？

（３） 　化学物質を規制するために、事業者に化学物質排出量の届け出を義務づ

けた法律は何でしょうか？

2



＊注51	 レアアース

　レアアースとは、レアメタルの一種で、電

気自動車のモーター用磁石に必要なネオジム

やジスプロシウムなど17種類の元素の総称。

レアメタルは、埋蔵量が少ない、採掘や精錬

のコストが高いなどの理由により流通量が少

ない希少金属である。その用途は幅広く、現

代産業に欠かせないものとなっている。
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１ エネルギー・資源問題

（１）原因と現状

　現在の私たちの暮らしは、エネルギー

がなくては成り立ちません。テレビを見

るためにも、冷蔵庫で飲み物を冷やすに

も、どこかに行くために自動車に乗るに

も、電気やガソリンなどのエネルギーを

使っています。そのため、生活が便利に

なり、モノが増えるにしたがって、エネ

ルギー消費量は急激に増加しています。

　現在、世界で消費されているエネル

ギーの約８割は石油・石炭・天然ガスな

どの「化石燃料」から生み出されていま

す。化石燃料とは、数億年から数千万年

前に動物や植物の死
し

骸
がい

が、地中深くに沈

んで化石となり、長い時間をかけて熱で

暖められたり、力を加えられて変化した

りしてできたものです。ですから、量に

限りがあります。実際、石油はあと50年

くらいで枯
こ

渇
かつ

するのではないかとも言わ

れています（2021年現在）。

　また、高度に産業が発達した現代の世

界では、鉄鉱石やアルミの原料となる

ボーキサイトなどの鉱物資源もなくては

ならないものです。

　鉱物資源の中でも近年、レアアース（注

51）が注目されています。レアアースは、

スマートフォン、パソコン、省エネ家電、

ハイブリッド車や電気自動車などのハイ

テク製品の生産に不可欠なものです。

日本にとって深刻な問題Ⅲ
　このレアアースの産出国には偏りがあ

り、政情不安な国から産出するものも多

くあります。2010年に日本と中国の外交

関係が緊迫したときに、中国がレアアー

スの供給を停止するという問題が発生し

ました。当時の日本はそのほとんどを中

国から輸入していたため、レアアースの

安定的な確保が大きな課題と認識される

ようになりました。

▼いろいろなエネルギー

一次エネルギー

石油
太陽光

天然ガス
石炭ウラン

水力

電気

都市ガス

ガソリン

灯油

地熱

二次エネルギー

変換

　エネルギーには、石油・石炭や太陽光など、エネ
ルギーの原料となる一次エネルギーと、それらの一
次エネルギーを変換し、使いやすいように加工した
電気やガス、ガソリンなどの二次エネルギーがある。

▼世界で確認されている資源の埋
まい

蔵
ぞう

量
りょう

エネルギー資源 埋蔵量 可採年数

石油 1兆7,324億バレル 54年

天然ガス 188兆㎥ 49年

石炭 1兆741億トン 139年

ウラン 615万トン 115年

注：１　石油・天然ガス・石炭については2020年末、
ウランについては2019年１月の数値。

　 	２　可採年数＝確認可採埋蔵量／年間生産量、ウラ
ンの確認可採埋蔵量は費用130ドル／kgU未満。

出典：一般財団法人日本原子力文化財団　「原子力・
エネルギー図面集」より作成

▼日本のレアアース輸入における中国依存度
　（2018年）

中国
58％

ベトナム
14％

フランス
11％

マレーシア
10％

マレーシア
10％

その他
８％

出典：財務省貿易統計より資源エネルギー庁作成



＊注52	 エネルギー自給率

　生活や経済活動に必要な一次エネルギーの

うち、自国内で産出や確保ができる比率のこ

と。

＊注53	 省エネルギー法

　石油危機を機に、1979年に、産業部門、業

務・家庭部門、運輸部門の各部門におけるエ

ネルギー効率の向上の基本方針を定めた法

律。2023年の改正において、再エネルギーを

はじめとする「非化石エネルギー」が対象に

含められ、非化石エネルギーへの転換の促進

と需給状況に応じた電気需要の最適化が図ら

れることになった。正式名称は「エネルギー

の使用の合理化等に関する法律」から「エネ

ルギーの使用の合理化及び非化石エネルギー

への転換等に関する法律」に改められた。
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や安定供給への懸念、それによる価格

の高
こう

騰
とう

。

②　エネルギーを大量に使うことで発生

する二酸化炭素による地球温暖化や大

気汚染、環境への配慮に欠けた採掘な

どによる環境破壊。

（３）対策

　資源の少ない日本は、どのようにして

エネルギーや原料を確保していくかとい

うことを、他の国よりも真剣に考えてい

かなければなりません。

①　省エネルギー・省資源化の推進

　省エネルギー・省資源化を進めていく

ことが最も重要な対策の１つです。それ

（２）影響

　日本の国土からは石油などがほとんど

産出されないので、エネルギー原料や鉱

物資源は外国から輸入しています（エネ

ルギー自給率（注52）は約13％）。ですから、

石油などの化石燃料が減っていったり、

産出国で紛争が起こったりして輸入する

ことができなくなると、とたんに社会が

成り立たなくなります。

　さらに、経済的な急成長を遂げている

中国やインドなどの国々のエネルギー・

資源の需要が急激に増え続けていること

で、世界的にも以下のような大きな問題

が発生しています。

①　エネルギー原料・資源の枯渇の恐れ

には、私たち一人ひとりの取り組みも大

切です。なるべく自動車に乗らない、使っ

ていない電気を消す、モノを大切にし、

リサイクルするなどの行動が必要です。

②　エネルギー・資源と調達先の多様化

　国としては、エネルギー源を石油など

に集中させず、多様なエネルギー源に分

散させることが重要です。また、特定の

国・地域に依存せず、どのような事態が

発生しても安定したエネルギー・資源を

調達、供給できるシステムを作っていく

必要があります。エネルギーを効率的に

使うために省エネルギー法（注53）を制定・

強化したほか、新しいエネルギー技術の

開発にも取り組んでいます。

◎水素エネルギー

　脱炭素社会への移行が急がれる中、燃

焼時に二酸化炭素を排出しないクリーン

なエネルギーとして、水素の利用が世界

各国で進められています。東京2020オリ

ンピック・パラリンピックでは、聖火な

どに水素が利用されました。

　水素は、熱エネルギーとしての利用以

外に、電気としての利用が進みつつあり

ます。水素と酸素を反応させて電気を取

り出す燃料電池が開発され、燃料電池車

▼主要国の一次エネルギー構成

18 8 55 2 8 8

38 33 10 8 3 9

28 6 55 1 5 6

24 51 11 7 6

37 20 28 3 4 9

30 31 3 6 26 4

37 9 4 301 19

43 18 23 12 4

35 23 19 3 1 20

35 16 3 32 5 10

36 35 3 6 1 19

（2022年）
一次

エネルギー
消費量（EJ）
159.4

95.9

36.4

28.9

17.8

14.1

13.4

12.7

12.3

8.4

7.3

0 20 40 60 80 100（％）

イギリス

フランス

ドイツ

韓国

ブラジル

カナダ

日本

ロシア

インド

アメリカ

中国

石油 天然ガス 石炭 原子力 水力 再生可能エネルギー

注：１　四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。
　 	２　1EJ（＝1018J）は原油約2,580万kℓの熱量に相当（EJ：エクサジュール）。
出典：一般財団法人日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」より作成



＊注54	 火力発電

　化石燃料を燃やして出た熱を使って水を熱

し、水蒸気を作り、その水蒸気によってター

ビンを回して発電する方法。発電所の設置費

用や発電にかかる費用が安くて済むため、世

界全体の発電手法の主力となっている。
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建設に適している地域にはすでに発電所

が作られてしまっており、新たに大きな

発電所を作るのは難しくなっています。

◎風力発電

　風力発電は風の力を利用して風車を回

し、その回転運動を電気に変換します。

　日本の気候・地形では、安定した発電

ができにくく、また、洋上風力発電につ

いてもさまざまな課題があり、諸外国に

比べて少ないのが現状です。

◎太陽光発電

　半導体から作られた太陽電池で、太陽

光を受けることで電気を発生させます。

最近では、太陽電池を屋根などに取り付

けている家も増えてきました。広い面積

の土地が必要なこと、設備を作る時にか

かる費用が高いなどの課題があります。

◎地熱発電

　地下のマグマの熱エネルギーによって

生まれる天然の水蒸気を取り出し、その

蒸気でタービンを回して発電します。火

山の多い日本に適した発電方法と言われ

ていますが、発電所建設のコストなどの

課題もあり、普及は進んでいません。

（FCV）、燃料電池バス・船舶、家庭用燃

料電池の利用なども進められています。

　技術やコストなどに課題があります

が、将来的には、水素を燃料とした水素

発電の開発など、さまざまな分野への導

入が検討されています。

◎原子力発電

　1970年代の石油ショック以来、火力発

電（注54）に代表される「石油を燃やす発

電」から、原子力発電へシフトされてき

ました。発電過程において二酸化炭素を

排出しないクリーンなエネルギーである

ことからも、開発・導入が積極的に進め

られましたが、2011年に福島第一原子力

発電所の事故（50ページ参照）が起こり、

その安全性が疑問視されると、原子力発

電は停止され供給率は１％にまで落ちこ

みました。また、使用済みの核燃料の処

分をどうするかなどの課題も残ってお

り、その活用には意見が分かれています。

◎水力発電

　水力発電は資源がなくなるという心配

がなく、二酸化炭素や有害物質の排出も

ありません。一度、建設してしまえば長

期にわたって使えるというメリットもあ

ります。しかし、日本の地形からすると、

◎バイオマスエネルギー

　家畜の糞
ふん

尿
にょう

や生ゴミなどを発酵させて

出るメタンガス、とうもろこしなどの植

物を発酵させて作る液体燃料など、生物

由来のエネルギーで、「循環型エネル

ギー」として注目を集めています。しか

し、バイオマス発電は燃料の収集・運搬・

管理にコストがかかるため、普及が進ん

でいません。また、燃料の多くを海外か

らの輸入に依存しており、燃料の安定調

達などに課題を抱えています。

注目の地下資源
　日本は天然資源が乏しく、エネル

ギー安全保障の観点からも純国産エ

ネルギーの確保が課題の１つです。

　純国産の資源として期待されてい

るいるのは、メタンハイドレートです。

これは、天然ガスの主成分であるメ

タンガスが水分子と結合した氷状の

物質で、「燃える氷」とも呼ばれます。

　このメタンハイドレートが日本の

管轄海域の海底に大量に存在してい

ることがわかっており、調査や技術

開発が進められています。海洋環境

に与える影響も含め、まだ多くの課

題がありますが、商用化に向けた取

り組みが進められています。

コ ラ ム



＊注55	 バーゼル条約

　国境を越えた有害廃棄物の移動を規制する

条約。先進国で発生した処理が困難な有害廃

棄物を、アフリカなどに輸出していたことが

発覚したことが契機となった。1992年発効。

2023年３月現在、締約国は188か国、１地域

および１機関（EU）である。

＊注56	 ロンドン条約

　海洋への廃棄物の投棄を規制する条約。有

機ハロゲンや水銀、カドミウム、化学兵器な

ど７つの物質の海洋投棄を禁止するなどして

いる。1975年に発効した後、改正案が2006年

に発効した。2022年９月現在の締約国・地域

数は90か国である。

＊注57　バイオマスプラスチック

　植物などの再生可能な有機資源（バイオマ

ス）を原料に製造されたプラスチック。CO２

の排出が抑制されるなど、石油からつくられ

るプラスチックと比べて環境負荷が小さい。
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２ ゴミ問題

（１）原因と現状

　現代の私たちの暮らしは、大量のモノ

を使うことによって成り立っています。

しかし、それらのモノは使用した後で大

量のゴミ、つまり、廃棄物となります。

　現在、家庭から排出される一般廃棄物

は、年間4,095万トン（東京ドーム約110

杯分）、事業所から排出される産業廃棄

物は、そのおよそ9.2倍の３億7,832万ト

ンにも達しています。

　かつての日本では、急増する廃棄物に

対応が追いつかず、環境汚染や健康被害

が大きな社会問題となっていました。現

在、状況は改善されていますが、ゴミ問

題が解決されたわけではありません。

（２）影響

①　焼却もリサイクルもできないゴミは

最終処分場にて埋め立て処理されま

す。国土の狭い日本では、最終処分場

の確保に限界があり、最終処分量の削

減が課題の１つとなっています。

②　廃棄物の不法投棄は、重大な環境汚

染を引き起こすことがあります。1980

年代には、国内で廃棄できなくなった

産業廃棄物を、海外に輸出して投棄す

るという問題も起きました。

　このような、国境を越えた有害廃棄

物の移動を制限するために、バーゼル

条約（注55）が結ばれました。また、海

洋に対する不法投棄を禁止するために、

ロンドン条約（注56）が結ばれています。

③　焼却場でゴミを燃やす際に発生する

二酸化炭素により、地球温暖化が進行

するという問題もあります。

（３）対策

①　法的な取り決め

　大量生産・大量消費・大量廃棄という

一方通行型の経済社会から、循環型社会

への移行が進められています。

◎循環型社会形成推進基本法

　資源の消費を抑制し、環境負荷の少ない

循環型社会をつくるための基本的枠組み法。

◎資源有効利用促進法

　循環型社会をつくるために必要となる

3Rを総合的に推進するための法律。

　3Rとは、①Reduce（リデュース：削減）、

②Reuse（リユース：再利用）、③Recycle

（リサイクル：再生利用）が表す行動の

ことを言います。Reduceは、なるべくゴ

ミを出さないようにものを製造・販売・

購入すること、Reuseは、一度使ったも

のでも使えるものは何度も使うこと、

Recycleは、使い終わったものは再生資

源として再利用することを意味します。

　また、個別物品の特性に応じて「容器

包装リサイクル法」「家電リサイクル法」

「自動車リサイクル法」「小型家電リサイ

クル法」などが定められています。

◎プラスチック資源循環促進法

　プラスチックのライフサイクルに関わ

る、あらゆる主体におけるプラスチック

の資源循環の取り組みを促進するための

法律。「プラ新法」とも呼ばれます。

　プ ラ 新 法 で は、3RにRenewable（リ

ニューアブル：再生可能な資源に替える

こと）を加えた「3R+Renewable」の原

則のもと、CO２排出量の少ないバイオマ

スプラスチック（注57）などの再生可能資

源の利用を進めることも求めています。

　レジ袋については2020年に有料化さ

れ、使用が抑制されています。 プラ新

法の施行により、スプーン、ストローな

ど特定のプラスチック製品の排出を抑制

するよう求められるようになり、ファス

トフード店やコンビニエンスストアなど

が紙、木などの代替素材でつくられた製



＊注58	 食料自給率は、カロリーベースで

38％、生産額ベースで58％

　2023年に農林水産省が発表した、2022年度

の食料自給率の数字。カロリーベースとは、

１人１日あたりの総供給カロリーのうち国産

食品の供給カロリーが占める割合をいい、生

産額ベースとは、食料の国内消費仕向け額の

うち食料の国内生産額が占める割合を言う。

　政府が施策を実施していたにもかかわら

ず、1965年にはカロリーベース73％、生産額

ベース86％あった自給率は大幅に低下してい

る。
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品を提供するようになっています。

②　リサイクルの推進

　地方自治体では、一般廃棄物の分別収

集の徹底や古紙などの集団回収により、

廃棄物の減量とリサイクルの推進が行わ

れています。再資源化された商品には「グ

リーンマーク」などが表示され、リサイ

クル製品の普及が図られています。

　金属の廃棄物対策として、一般家庭か

ら出されるスマートフォン、ゲーム機な

どの小型家電を地方自治体が回収し、

鉄、アルミ、貴金属、レアメタルなどを

取り出しリサイクルする取り組みの強化

も図られています。

③　ライフスタイルの見直し

　私たちが日常生活の中で、なるべく廃

棄物を出さない生活を心がけることも重

要です。必要なものだけを買う、過剰包

装を断る、再利用できる製品を買う、長

く使えるものを買うことなどが、循環型

社会形成への第一歩となります。

３ 食糧問題

（１）原因と現状

　日本の食料自給率は、カロリーベース

で38％、生産額ベースで58％（注58）となっ

ています。つまり、食糧の多くを外国か

らの輸入に頼っているのが現状です。

　1965年頃までは、日本の食料自給率は

70％から90％程度ありました。しかし、

規制緩和とともに食の欧米化が進み、世

界から安い食料を輸入するようになりま

した。国の農業政策として、田畑の減反

を進めたことも、自給率低下を押し進め

た一因です。

（２）影響

　現在、世界で飢えに苦しむ人の数は

７億3,500万人余りとの報告があります

（2022年）。一方、欧米などの先進国では、

食べ過ぎによる肥満が問題になるなど、

世界には食料格差が存在します。

　日本では、今のような食料自給率の低

さでは、世界で戦争や災害等が起きた時、

食料輸入に支障をきたし、食品価格の高

騰や食料不足に陥るおそれもあります。

また、有事でなくても、世界の人口が増

え続けている今、それをまかなうだけの

食料が将来、不足すると言われています。

（３）対策

①　食べ物を大切にする

　日本は多くの食料を海外から輸入して

いますが、食品廃棄の量も多く、まだ食

べられるのに捨てられる「食品ロス」は、

年間約522万トン、東京ドーム約4.2杯分

に及びます。これらを捨てずに食べ切る

だけで、食料輸入を減らせます。そうす

れば、輸送などに余分なエネルギーを使

わず、その分の食料を食料難に苦しむ

人々にまわすことも可能になるでしょう。

　つまり、「買い過ぎない、残さない、

捨てない」という基本的なことを、日々

▼各国の食料自給率の比較

221

173

115 117

54 58 49 38

124
110

58 60 61 58

0

50

100

150

200

250

カ
ナ
ダ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ア
メ
リ
カ

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

イ
ギ
リ
ス

イ
タ
リ
ア

ス
イ
ス

日
本

（％）

2022年度

カロリーベース（2020年）

生産額ベース（2020年）

8492 83 87

注：１　数値は暦年（日本のみ年度）。スイス（カロリー
ベース）及びイギリス（生産額ベース）につい
ては、各政府の公表値を掲載。

	 ２　畜産物及び加工品については、輸入飼料及
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▼リサイクル製品のマーク

再生紙使用マーク
（Rマーク）

グリーンマーク PETボトルリサイ
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＊注59	 フードマイレージ

　マイレージとは食料が運ばれてきた距離の

こと。普通はその食品の重さと距離をかけて、

そのまま「t・kｍ」と表示される。長い輸送

距離は、それだけエネルギーを使い、二酸化

炭素も排出する。この指標を使うと、遠方の

国々からの輸入が多い日本は、環境に大きな

負荷をかけていることになる。

＊注60	 放射性物質

　放射線を放出する物質を放射性物質と言

う。福島第一原子力発電所の事故で放出され

た放射性物質のうち、健康や環境に悪影響を

及ぼす放射性物質には、ヨウ素131、セシウ

ム134、137などがある。この中でセシウム

137の半減期は約30年と長く、環境汚染が長

期間にわたる。

＊注61	 炉心溶融（メルトダウン）

　福島第一原子力発電所は地震と津波により

全電源が失われた。そのため原子炉を冷却で

きなくなり、核燃料が溶融した。また、発生

した水素が爆発を起こし、原子炉建屋から大

気中に放射性物質が放出される事態に至っ

た。この事故は、国際原子力事象評価尺度に

おいて最も深刻な事故を表すレベル７と評価

された。
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行うことが何より重要です。

②　国産・地産のものを選ぶ

　私たちが食品を購入する時は、なるべ

く国産、かつ近くで生産されたものを選

ぶようにしましょう。それが、日本の農

業をサポートすることにつながります。

また、地産のものは、それだけ輸送費が

少なくすみ、環境に対する負荷を減らす

ことにもつながります。これは、フード

マイレージ（注59）という考え方です。

③　農業の振興を図る

　100％は困難だとしても、少しでも自給

率を高めるため、農業の振興を図る必要

があります。食料・農業・農村基本計画

では、現在、2030年までに食料自給率を

カロリーベースで45％、生産額ベースで

75％に高める目標が定められています。

４ 東日本大震災からの復興

（１）原因と現状

　2011年３月11日、三陸沖を震源とする

マグニチュード9.0、最大震度７の地震

が発生しました。地震から数十分後には

波の高さが最高で9.3m以上の巨大な津波

が東北地方の太平洋岸を襲い、岩手県、

宮城県、福島県を中心に甚大な被害をも

たらしました。

　死者・行方不明者合わせて２万2,000

人以上、家屋の全・半壊は約45万件に及

びました。犠牲者の死因はほとんどが津

波による溺死となっています。

　この地震と津波の影響により、東京電

力福島第一原子力発電所で事故が発生

し、大気中に放射性物質（注60）が放出さ

れました。

　震災発生から10年以上が経過し、復興

は進みつつありますが、原発事故の影響

で福島の復興は他の地域と比べて遅れて

いるのが現状です。

（２）影響

①　暮らしへの影響

　地震や津波、原発事故で自宅に戻れな

くなった人々は避難生活を余儀なくされ

ました。電気・ガス・水道・通信などの

ライフラインも止まり、冬の寒さが続く

中、不安な生活を強いられました。震災

直後の避難者数は約47万人にのぼりまし

た。

　長引く避難所生活による持病や体調の

悪化、ストレスなどが原因で亡くなる高

齢者が増えるなど、震災関連死も見られ

ました。

②　放射性物質の拡散

　福島第一原発から放出された放射性物

質は風に乗って広まり、のちに雨などに

よって地上に降下しました。

　福島第一原発の周辺住民には避難指示

が出されるとともに、避難区域の指定が

行われ、立ち入り禁止の措置などがとら

れました。

　放射性物質は大気中や土壌などから検

出され、水道水や食品にも影響が及びま

した。

③　原子力発電の安全性に対する懸念

　福島第一原発の事故は、３つの原子炉

が同時に炉心溶融（メルトダウン）（注61）

を起こす世界最悪レベルのものでした。

　この事故を受けて、「原子力規制委員

会」が発足し、原子力発電所などの安全

▼各国のフードマイレージ
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＊注62	 帰還困難区域

　避難区域のうち、放射線の年間積算量が50

ミリシーベルトを超えて、５年間たっても年

間積算線量が20ミリシーベルトを下回らない

おそれがある区域。避難の徹底が求められ、

住民は長期にわたって居住が制限される。

＊注63　汚染水

　原子炉を冷やすために注入された水や雨

水、地下水が溶融した燃料に触れたり、原子

炉建屋内等に溜まっている放射性物質を含む

水と混ざったりすることなどで汚染水とな

る。

＊注64	 ALPS処理水の海洋放出

　ALPS（アルプス）と呼ばれる除去設備な

どによって、「トリチウム」以外の放射性物

質を規制基準以下に取り除いた水を「ALPS

処理水」と言う。トリチウムは水道水や食べ

物、体の中にも存在し、環境や人体への影響

はほとんどないとされており、日本政府の決

定は、国際原子力機関（IAEA）から「科学

的な根拠に基づくものである」との評価を受

けている。
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基準は、世界で最も厳しい水準のものに

見直されました。

　震災発生後、原子力発電所はすべて運

転を停止し、火力発電への依存を高めま

した。その結果、燃料費負担が増加し、

電気料金の値上げにつながりました。

　また、火力発電の増加により、温室効

果ガスの排出量増加という問題も起こっ

ています。

（３）対策

①　被災者支援・まちの復興

　「東日本大震災復興基本法」が制定さ

れ、「復興庁」を中心に復興が進められ

ました。

　仮設住宅から災害公営住宅への移転、

高台移転のための宅地造成、交通・物流

網、産業の復旧が進められました。

　福島第一原発の周辺地域では、放射線

量の調査結果などに基づき避難指示が段

階的に解除され、2020年３月には「帰還

困難区域（注62）」の一部でも避難指示が

解除されるなど、住民の帰還へ向けた環

境整備が進められています。

②　放射性物質への対応

　原発事故直後から、住民に対して衣服

や体の表面についた放射性物質の量を測

定するなどの健康調査が継続的に行われ

ています。

　農産物や海産物などに対しても、放射

性物質の検査が行われています。規制値

を上回るものについては、摂取や出荷の

制限が行われ、内部被ばくの低減を図る

とともに、風評被害への対策も実施され

ています。

　現在でも一部の食品の出荷制限が続け

られていますが、全体的に放射性物質の

濃度は低下傾向にあり、品目も限定的と

なっています。

　環境中の放射線については、大気から

はほとんど検出されなくなりました。水

環境、水道、港湾、空港などについても

引き続ききめ細かなモニタリングが実施

されています。

　また、建造物、土、草木などに付着し

た放射性物質を取り除く「除染」が行わ

れました。

③　福島第一原子力発電所の廃炉

　福島第一原発は、2011年12月の冷温停

止以降、30 ～ 40年後を目途に廃炉作業

が進められています。

　廃炉作業の課題の１つに汚染水対策が

あります。放射性物質を含む「汚染水（注

63）」は「多核種除去設備（ALPS）」など

を使って浄化され、「ALPS処理水」とし

て敷地内のタンクに保管されています。

このタンクが満杯になると想定されたた

め、政府はALPS処理水の海洋放出（注64）

を決定し、2023年８月より放出を開始し

ました。2041年から2051年までの間に完

了する計画のもとに進められています。

④　私たちにできること

　震災発生後、多くのボランティアが被

災地に向かい、支援を行いました。復興

は進み、支援ニーズは変化しています。

ニーズに合った支援が求められています。

　被災地の支援はボランティアだけでは

ありません。募金や寄付の他に、被災地

を観光したり、被災地の物産を購入した

りすることも支援につながります。

　また、震災の被害について知り、防災

の知識や意識を高め、日頃から万が一の

時に備えておくことも大切なことと言え

るでしょう。

▼避難者の推移
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❶ エネルギー・資源問題

（１） 　現在、世界で最も多く使われているエネルギーは、どのようなエネルギー

でしょうか？

（２） 　エネルギー問題とは、どのようなことでしょうか？

（３） 　日本のエネルギー自給率は何％でしょうか？

（４） 　火力発電の他に、どのような発電方法があるでしょうか？　

 　また、それらの発電方法にはどのような課題がありますか？

❷ ゴミ問題

（１） 　大量のゴミが出るようになって、どのようなことが問題になっているで

しょうか？

（２） 　ゴミ問題を解決するために、国が定めている法律にはどのようなものが

あるでしょうか？

（３） 　ゴミ問題を解決するために、あなたができることは何でしょうか？

❸ 食糧問題

（１） 　日本の食料自給率は何％でしょうか？

（２） 　食料の輸入が減ると、どうなるでしょうか？

（３） 　食料自給率を上げるために、国はどのようなことをすればよいでしょう

か？

（４） 　食料自給率を上げるために、あなたはどのようなことができますか？

❹ 東日本大震災からの復興

（１） 　東日本大震災の被害を大きくした自然現象は何でしょうか？

（２） 　福島第一原子力発電所の事故は、周囲の環境にどのような影響を与えた

でしょうか？

（３） 　福島第一原子力発電所の事故は、日本の原子力発電にどのような影響を

与えたでしょうか？

（４） 　被災地の復興に、あなたはどのようなことができますか？

まとめの問題 3
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【このテキストを作るにあたっての参考図書・サイト】

●「手にとるように環境問題がわかる本」UFJ総合研究所編著　かんき出版
●「地球環境の教科書　10講」左巻健男ほか編著　東京書籍
●「環境問題はなぜウソがまかり通るのか」武田邦彦著　洋泉社
●「ほんとうの環境問題」養老孟司・池田清彦著　新潮社
●「食糧が無くなる！　本当に危ない環境問題」武田邦彦著　朝日新聞出版
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●「正義で地球は救えない」池田清彦・養老孟司著　新潮社
●「『地球温暖化論』に騙されるな！」丸山茂徳著　講談社
●「新説・石油がなくなる日　砂漠とバナナが人類を救う！」西上泰子著　燃焼社
●「考えよう地球環境６　エネルギーの本」住明正監修　山地憲治著　ポプラ社
●「今地球がたいへん！　Q&A60」独立行政法人国立環境研究所　丸善
●「新・今『地球』が危ない」図書館版　学研
●「21世紀こども百科」地球環境館　小学館
●「でんこちゃんのなるほど省エネ！　なっとくBOOK」東京電力
●「トコトンやさしい環境汚染の本」大岩敏夫・大木久光・高堂彰二・保坂義男　日刊工業新聞社
●「やさしい環境教室　環境問題を知ろう」朝日新聞環境医療グループ編　勁草書房
●「すっきりわかる！　くらしの中の化学物質大辞典」森田昌敏監修　くもん出版

●環境省　https://www.env.go.jp/
●環境省・生物多様性ウェブサイト　https://www.biodic.go.jp/biodiversity/
●国立環境研究所　https://www.nies.go.jp/
●公益財団法人日本環境協会　https://www.jeas.or.jp/
●気象庁　https://www.jma.go.jp/jma/
●農林水産省　https://www.maff.go.jp/
●経済産業省・資源エネルギー庁　https://www.enecho.meti.go.jp/
●復興庁　https://www.reconstruction.go.jp/
●全国地球温暖化防止活動推進センター　https://www.jccca.org/
●一般財団法人新エネルギー財団　https://www.nef.or.jp/
●東京電力　https://www.tepco.co.jp/
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