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千葉市気候危機行動宣言
　　本市では、昨年、令和元年房総半島台風（第１５号）、東日本台風（第１９号）に襲わ
れ、続く１０月２５日の大雨では、土砂崩れにより尊い命が奪われました。この事実を、決
して忘れてはなりません。

この経験を教訓として、いつ起こるかわからない災害に備え、「災害に強いモデル都市」
を実現するための取組みを進めているところですが、近年、日本を含め世界では、猛暑や
豪雨など温暖化が原因とされる災害が多発しており、もはや気候変動は、私たちの生存
基盤を揺るがす気候危機となっています。

歴史に目を向けると、本市にある加曽利貝塚では、かつて縄文時代に、２０００年もの長き
にわたり、人々が集落を築き繁栄していました。現代よりも自然の影響を大きく受ける環
境にありながら、同じ場所に住み続けることができたのは、自然とともに生きる文化を育
み、持続可能な社会を築いていた証とも言えます。現代に生きる私たちは、この持続可能
な社会を築いた精神と、豊かな「郷土 千葉市」を、将来に繋いでいく責務があります。

現在、持続可能な社会を目指す国際目標であるSDGｓにもあるとおり、気候危機への対
応は地球規模の課題となっています。今こそ千葉市民、団体、企業、大学、行政などの
様々な主体がこの危機を共有し、連携・協力しながら、二酸化炭素排出量の抑制に向け
た「緩和」と、気候変動による影響への「適応」という二つの側面で、気候危機に立ち向か
う行動を進めていくことを、市制１００周年を目前に控えた今、ここに宣言します。

（１） 消費エネルギーの削減や再生可能エネルギーの創出に加え、再生可能エネルギー
由来電力の活用を進めることにより、２０５０年の二酸化炭素排出量実質ゼロを目
指します。

（２） 気候変動による自然災害や健康被害などの影響への適応策に取り組み、市民の
生命・生活・安全がおびやかされることのないまちを目指します。

（３） 気候変動への危機意識を共有し、自ら行動を起こすことにより、将来世代も安心
して暮らせる持続可能なまちを目指します。
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ＳＤＧｓ 未来に望む世界の姿

　いま、私たちの地球ではエネルギー、気候危機などの環境問題や、貧困、差別などの解決しな
くてはならない様々な問題が溢れかえっています。それらを解決すべくSDGｓが掲げられました。

SDGsって何だろう？

持続可能な社会を作るための目標だよ！

　SDGsとはSustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称で、2015年に国連で採択され
た「2030年までの達成を目指す17の目標」です。
　「誰ひとり取り残さない」をキーワードに、国際機関、政府、企業、学術機関、市民社会、子どもも含めた全ての
人が、それぞれの立場から目標達成のために行動することが求められています。

　SDGｓを世界中のひとりひとりが理解して、それらを達成するために行動していくことで、環
境を壊すことなく、今ある資源を上手に使い、世界中の誰ひとり取り残すことのない社会を作る
ことができます。
　例えば、ごはんを食べるとき嫌いなものを残したり、自分がおいしく食べられる以上に頼んだ
りしたことはありませんか？残された食べ物は食べたかった人々のもとへ届かないだけではなく、
それらはごみとして燃やされます。ごみが増えれば、
それを燃やすために使うエネルギーも増えていきま
す。そのエネルギーを作るために限りのある化石燃
料を使い地球温暖化の原因となる多くのCO2が排出
され、大気が汚染されます。このように一見関係のな
い私たちの行動は実はつながっているのです。
　「これは私には関係ない」ではなく、「自分が未来を
選んでいる」ことを理解し、小さなことから、身近な
ことから未来について考えて行動してみてください。

●地球温暖化 p.7
●森林破壊 p.10
●エネルギー資源 p.25
●新しい暮らしのスタイル p.29

●循環型社会への転換 p.17 ●森林破壊 p.10
●自然破壊・砂漠化 p.13
●自然保護 p.21
●千葉市の取組 p.33

●千葉市の取組 p.33

地球を守るために私たちができること

世界を変えるための17の目標

サステナブル  ディベロップメント ゴールズ

●オゾン層破壊 p.9
●PM2.5 p.11
●光化学スモッグ p.12
●公害と化学物質 p.14

●地球温暖化 p.7
●エネルギー資源 p.25

●環境学習のための活動例 p.35 ●自然破壊・砂漠化 p.13
●自然保護 p.21

●循環型社会への転換 p.17
●新しい暮らしのスタイル p.29
●千葉市の取組 p.33

●オゾン層破壊 p.9 
●PM2.5 p.11
●光化学スモッグ p.12 
●公害と化学物質 p.14
●循環型社会への転換 p.17
●千葉市の取組 p.33

貧困で困っている人を支援する
サービスがあるか調べてみよう

食べ残しや賞味期限切れで捨
ててしまう食品を減らすために
できることを考えてみよう

働くのは男性、家事や育児をす
るのは女性などの先入観がな
いか周りと話し合ってみよう

学校に行けずに、生活のために
働かなくてはならない子供が
世界にどれくらいいるか調べて
みよう

車の自動運転や人工知能など
私たちの暮らしの中にある技
術革命を調べてみよう

不平等が増加することで、世
の中にどのような悪影響があ
るか周りと話し合ってみよう

公正な社会を作るための国や
千葉市の取組を調べてみよう

※ 　は環境に関連しているゴールです。（環境省ホームページ参照）
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https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html
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IPCC「第6次評価報告書」より

IPCC「第6次評価報告書」より

エネルギーを得るためなどに石油や石炭、
天然ガスを燃やすことにより、二酸化炭素が
増えているからです。
　18世紀半ばの産業革命の開始以降、わた
したちは多量の石油等を使い続けてきました。
その結果、地球温暖化の一番の原因である
二酸化炭素が発生し続け、大気中の濃度を高
めてしまったのです。

　地球は太陽の光による熱で地表が温められます。また、温められた地表か
らは熱が宇宙に出ていきます。このとき大気中の温室効果ガス（二酸化炭素、
フロン、メタンなど）が熱の一部を逃さずに閉じこめます。そのおかげで地球
の平均気温は約14℃に保たれ、生物が住みやすい環境になっています。とこ
ろが、温室効果ガスの濃度が高くなると、より多くの熱が大気中にとどまり、
気温が上昇します。

　「地球温暖化」とは、地球の気温がだんだん上がっていくことです。1850年から2020年ま
で世界全体の平均気温は1.09℃上昇していることがわかりました。このまま上がり続けると、
2100年までに気温は最大5.7℃上昇するだろうといわれています。

我が国の温室効果ガス排出量(2019年度確報値）

○ 温室効果ガス総排出量は、2014年度以降6年連続で減少しており、排出量を算定している1990年度以降、前年度
に続き最小を更新。また、実質GDP当たりの温室効果ガスの総排出量は、2013年度以降7年連続で減少。

○ 前年度と比べて排出量が減少した要因としては、エネルギー消費量の減少（製造業における生産量減少等）や、電力の
低炭素化（再エネ拡大）に伴う電力由来のCO2排出量の減少等が挙げられる。

○ 2013年度と比べて排出量が減少した要因としては、エネルギー消費量の減少（省エネ等）や、電力の低炭素化（再エネ
拡大、原発再稼働）に伴う電力由来のCO2排出量の減少等が挙げられる。

○ 2005年度と比べて排出量が減少した要因としては、エネルギー消費量の減少（省エネ等）が挙げられる。
○ 総排出量の減少に対して、冷媒におけるオゾン層破壊物質からの代替に伴う、ハイドロフルオロカーボン類（HFCS）の
排出量は年々増加している。

○ 2019年度（確報値）の総排出量は12億1,200万トン（前年度比－2.9％、2013年度比－14.0％、2005年度比－12.3％）
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0
1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2019

排出量
（億トンCO2換算）

12億
7,500万トン

13億6,000万トン
（2005年度比－1.5％）

13億9,500万トン
（同＋1.0％）

13億2,200万トン
（同－4.3％）

12億
5,000万トン
（同－9.5％）

13億300万トン
（同－5.7％）

13億5,400万トン
（同－2.0％）

13億9,600万トン
（同＋1.1％）

14億800万トン（同＋2.0％）
13億5,900万トン

〈2013年度比－3.5％〉
（同－1.6％）

2015

13億2,100万トン
〈同－6.2％〉
（同－4.4％）

2016 2017 2018

13億400万トン
〈同－7.4％〉
（同－5.6％）

12億9,100万トン
〈同－8.3％〉
（同－6.6％）

12億4,700万トン
〈同－11.4％〉
（同－9.7％）

13億8,100万トン
12億1,200万トン
〈前年度比－2.9％〉

（2013年度比－14.0％）
（2005年度比－12.3％）

注1 「確報値」とは、我が国の温室効果ガスの排出・吸収目録として条約事務局に正式に提出する値という意味である。今後、各種統計データの年報値の修正、算定方
法の見直し等により、今回とりまとめた確報値が再計算される場合がある。

注2 今回とりまとめた排出量は、2019年度速報値（2020年 12月 8日公表）の算定以降に利用可能となった各種統計等の年報値に基づき排出量の再計算を行っ
たこと、算定方法について更に見直しを行ったことにより、2019年度速報値との間で差異が生じている。

注3 各年度の排出量及び過年度からの増減割合（「2013年度比」等）には、京都議定書に基づく吸収源活動による吸収量は加味していない。　　

国立環境研究所「2019年度（令和元年度）の温室効果ガス排出量（確報値）について」図1をもとに作成

　2015年12月にパリで開かれた第21回国連気候変動
枠組条約締約国会議（COP21）で採択された、2020年以
降の地球温暖化対策の新たな枠組み「パリ協定」が発効しま
した。条約に加盟する196か国・地域すべてが温室効果ガス
の削減を約束するのは初めてのことで、世界の気温上昇を
産業革命前から2℃より十分低く抑えるとともに、1.5℃未
満を目指して努力することを目的としています。また、
2021年10月から11月にグラスゴーで開かれたCOP26
では、岸田総理が、2030年までの期間を「勝負の10年」と
位置づけ、全ての締約国に野心的な気候変動対策を呼びか
けました。　2020年10月、第203回臨時国会の所信表明演説にお

いて、菅義偉内閣総理大臣は、「2050年までに温室効果ガ
スの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カー
ボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言
しました。カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出
量と吸収量を均衡にさせることです。

二酸化炭素の排出を減らす努力を

日本の温暖化対策

1970 80 90 2000 10 18（年）

（℃）
17
16
15
14

温暖化の影響は千葉市にも表れています
市内の平均気温

（気象庁の気象データから作成。いずれも5年移動平均）

14.8℃
16.8℃

2.0℃
上昇！

千葉市の気候の変化
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https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/2120weatherforecast.html
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/ccacampaign.html
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南極域のオゾンホールが現れる前の1979年（左）と2020年
（右）それぞれの10月の平均オゾン全量の南半球分布。220m
atm-cm（白色）以下の領域がオゾンホール。米国航空宇宙局
（NASA）提供の衛生データをもとに気象庁が作成。

の構造上、3つに分類され、そのうちCFC、HCFCを
「特定フロン」、HFCを「代替フロン」と呼んでいます。

　先進国では、破壊力が強い特定フロンの製造が禁止さ
れ、また、破壊力が弱いものも2020年までに禁止され
ることに決まりました。
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　世界のほとんどの地域で、伐採や開発のために森林が消えています。植林等により森林が増え
る量よりも、森林が消える量のほうが多くなっています。

　国連食糧農業機関（FAO）によると、2015年から2020年までに失われた森
林面積は年平均で約200万haになっています。これは千葉県の面積の約3.9倍
に相当します。
　森林が特に減っているのは、アフリカ中部や南アメリカに広がる熱帯林です。こ
こでは木材を輸出するために大量の木が伐採されたり、農地を作るために広い範囲
の森林が焼かれたりしています。そのほかにも燃料のたきぎとして大量に使われて
います。
　また、熱帯林以外の森林でも宅地化などの開発が行われ、減少しています。

　熱帯林などの自然林はこれ以上伐採するのをストップ
し、植林して育てた木だけを利用することで、森林を守っ
ていこうという国際的な取組がスタートしています。

千葉市の森林や緑地は、今、どうなっているかやどのように変わってきているかを調べてみよう。

フィリピン・イフガオ州の棚田周辺の森林。
森林が消失したことにより世界遺産にも指定
された棚田が維持できなくなっている。
（2001.3.12,IKGS緑化協会）
全国地球温暖化防止活動推進センターホー
ムページより（http://www.jccca.org/）

9 10

http://www.nies.go.jp/escience/ozone/index.html


　PM2.5が高濃度になると予想される場合
には、防災行政無線や、「ちばし安全・安心メー
ル」などにより、注意喚起されます。

注意喚起があったら

●屋外での長時間の激しい運動には、注意しましょう
●屋内では、換気や窓の開閉を必要最小限にしてください

file5 file6
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https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/kankyokisei/air_koukagaku-smog.html
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　もともと乾燥した土地で、人口の増加のために土地を休
ませないで耕作や放牧などを続けると、土壌の養分や生
き物が減少し、多様性が失われて砂漠化が進みます。
　また、ある地域が砂漠化してしまうと、その周辺の気候
も変化し、さらに砂漠化が進んでしまうという悪循環になっ
てしまいます。
　砂漠化の原因のほとんどは、人間の活動によるもので、

現在、地球の全陸地の約41％が砂漠化の影響を受けて
いるといわれています。

●砂漠化をくい止めるために…植林
砂漠化をくい止めるために、各地で植林が行われていま

す。その土地の土壌や気候に適した植物の苗を植え、育
てています。

file8

　戦後の復興期を経て、1950年代半ば、日本は高度経
済成長期を迎えました。
　経済や産業の著しい発展の背景では、工場などから排
出された有害な物質による空気や水、土壌の汚染や騒音、
振動、地盤の沈下、悪臭によって、広い範囲で人々の健
康や生活環境が損なわれるという被害が発生するようにな
ります。これを「公害」と呼んでいます。
　日本でも、数々の公害による被害が発生し、多くの人が

命を失い、また、今でも苦しんでいる人がいます。
　また、自動車の排気ガスや近隣の騒音、悪臭など、都
市型の環境問題も生じています。
　そこで、国や自治体では、法律や制度を整え、公害を
防ぐためにさまざまな取組を行っています。企業も、公害
を出さないために新しい技術やしくみなどを研究・開発し
ています。

13 14
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河川の調査地点及びBOD（75％値）現状図（2020年度）

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

1010

　　　

PRTR制度

　人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物
質が、どのような発生源から、どのくらい環境中
に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて工場・
事業場などの外に運び出されたかというデータを
把握し、集計し、公表する仕組みです。
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https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/chemi_prtr_top.html
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ごみの分別方法は発行日時点のものです。
※1 一部の使用済小型家電は、市役所・区役所などの市の公共施設にある回収ボックスに無料で入れることができ、リサイクルされます。
※2 粗大ごみは、可燃・不燃ごみの指定袋に入らないもの、指定袋に入れて口が結べるがはみ出してしまうもの又は口が結べないものです。（一部例外があります）

※1

※2

（1） ごみを5種類に分けて収集している

　大量生産・大量消費の社会経済システムは、わたしたちに便利で快適な暮らしを提供してくれま
した。一方で、大量のごみが排出され、ごみを燃やすことで、地球温暖化の進行など環境に対し
て大変な負荷をかけることになりました。
　さらに近年は海洋プラスチックごみや、食品ロスなど、新たな環境問題が発生しています。
　環境を保全するためには、ごみをできるだけ出さないように心掛け、資源として活用し、適正に
処分するなど、資源を節約し、環境への負荷を低減する「循環型社会」への転換が必要です。

　千葉市では、5分別収集（資源物・可燃ごみ・不燃ごみ・有害ごみ・粗
大ごみ）を行っています。

はがき等）

飲食用等の缶

テーブル

飲食用等のびん

木の枝・刈り草・葉

木の枝
シャンプー
などのボトル

布くず
ぬいぐるみ

洗剤の
ボトル

油のボトル刈り草・葉

　千葉市では、 1963年からコンテナー方
式（家庭系ダストボックス）で収集していまし
た。コンテナー方式では、ごみも資源物も分
別することなくまとめて収集していましたが、 
1992年10月から5分別収集に移行し、 ご
みの分別と再資源化を推進しています。

ごみの分別と再資源化

●千葉市の家庭ごみの分け方（5分別）

ごみピット▼ごみ投入口▼

▲
炉
内
燃
焼
状
態

鉄

（2） 家庭ごみは、収集・運搬→中間処理→最終処分・再資源化という流れで処理される

焼却ごみ削減の推進

●千葉市の家庭ごみの処理の流れ

　千葉市では、３つある清掃工場を２つに減らすとともに、ごみ処理
費用の節減や最終処分場の延命化を図るため、2007年度から年間
焼却ごみ量を25万4,000トン以下まで削減する「焼却ごみ1/3削
減」を目標に掲げ、市民・事業者・市が一体となり、ごみ減量・再資
源化に取り組んできました。その結果、2014年度には焼却ごみ量
を年間25万531トンまで削減し、「焼却ごみ1/3削減」の目標を達
成しました。
　「焼却ごみ1/3削減」の目標達成後も、2017年度から剪定枝等
（木の枝・刈り草・葉）の分別収集を実施するなどして、さらなるごみ
の減量・再資源化に取り組んでいます。

処理会社

再生工場
（製鉄工場など）

新内陸最終処分場

新浜リサイクルセンター

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

306,805

292,382

277,293

267,229

265,191

264,640

262,580

250,531

252,836

246,156

243,725

240,742

242,965

235,156

-23,887

-14,423

-15,089

-10,064

-2,038

-551

-2,060

-12,049

2,305

-6,680

-2,431

-2,983

2,223

-7,809

-7.2

-4.7

-5.2

-3.6

-0.8

-0.2

-0.8

-4.6

0.9

-2.6

-1.0

-1.2

0.9

-3.2

年度
焼却ごみ量

（t）

前年度比

量（t） 増減率（％）

最終処分・再資源化

●焼却ごみ量の推移

（木の枝・刈り草・葉）

民間処理施設

細かく砕いてチップ化
工場や牧場などで再利用

北清掃工場
新港クリーン・エネルギーセンター

焼却
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次のような問題点があります

身近なことから取り組んでみましょう

　リサイクルとは、使わなくなったものを、新しいものを
つくるための原料としてもう一度利用することです。
　例えばペットボトルは繊維の原料となって、フリースな
どに生まれ変わります。資源にするためにきれいに洗った
り、ラベルをはがしてつぶして出すなど、分別のルールを
守って回収ルートにのせることが大切です。

リユースとは、まだ使えるものをごみにしないで、く
り返し使うことです。
　自分ではもう使わなくなったと思っても、他に使う人
がいるかもしれません。捨ててしまう前に、まだ使えな
いか考えてみましょう。

　ごみの減量、 再資源化を推進するためには、 「Reduce(発生抑制）」「Reuse(再使用）」 「Recycle(再資源化）」の
3つのRが大切です。 3Rには優先順位があり、 ごみの発生量そのものを減らす「Reduce(発生抑制）」、次に、もの
をくりかえし使う「Reuse(再使用）」、それでも出たごみは、「Recycle(再資源化）」して再び資源として利用します。
　循環型社会を実現するためには、生産・消費・廃棄において、3Rに意識的に取り組むことが重要です。

買いすぎない、ものを大切に長く使うなど、
ごみを増やさない行動をする。 ものをくり返し使ったり、使わなくなったもの

を他の人に使ってもらったりする。

再生利用できるものは、資源物回収に出す。

①買い物の時には、自分にとって本当に必要な
ものか考える。
②ものを壊れないように大切に扱い、長く使う。
③好き嫌いをせずに食べる。
④マイバッグを積極的に活用してレジ袋を断る。

　リデュースとは、ごみそのものを出さないことです。
　例えば、「必要のないものは買わない」「ものを大切に長
く使う」など、ごみになるものを増やさないような行動が
大切です。

海に残ってしまう
　海に流れ出たプラスチックごみは、太陽の光や波の力
などで小さくなり、拾えなくなってしまいます。プラスチッ
クは自然分解されないので、どんどん海にたまっていきま
す。このままでは、2050年には、海にすむ魚の重量よ
りも、プラスチックごみの重量が上回るとされています。

　買い物をしたときにもらうレジ袋は、使い終わる
と多くはそのまま捨てられてしまいます。マイバッ
グを持参し、レジ袋を断ることで、プラスチックご
みを減らすことにもなります。

マイバッグ運動

①フリーマーケットやリユースショップなど
　を利用する。
②製品が故障したときは修理して使う。
③着られなくなった服を家族などにゆずる。

①古紙・布類、びん・缶・ペットボトル、木
の枝・刈り草・葉を分別する。
②食品トレイなどをスーパーなどの店頭回
収に出す。
③エコマークやグリーンマーク商品などを
選んで買う。（p30参照）

魚が食べてしまう
海に運ばれたプラスチックごみは、海の生物がエサと間
違えて食べてしまうことがあります。

不要なプラスチックはもらわない
　買い物のときはマイバッグを使用し、レジ袋のごみを減
らしましょう。
　また、使い捨てのスプーン、フォークはもらわないよう
にしましょう。

ごみを正しく処分
　ペットボトルなどをきちんとリサイクルしましょう。ピク
ニックなどで、屋外で出たごみはきちんと持ち帰りましょ
う。もちろん、ポイ捨ては絶対にしてはいけません。

ごみを拾う
　家の周りなどにごみが落ちていたら、率先して拾いま
しょう。雨風によって、川や海に流れ着いてしまうかもし
れません。

実
践
例

実
践
例

実
践
例

Reduce　リデュース1
ごみにしない・ごみを出さない。

Reuse　リユース2
くり返し使おう。

Recycle　リサイクル3
もう一度資源として利用しよう。

　一人一人の意識で減らすことができます。できることから始めましょう。

食品ロスを減らすために

どうして問題なの？

私たちにできることはあるの？

　海に流れ出たプラスチックごみのことです。海に直接捨てられたごみだけ
でなく、陸地でポイ捨てされたり雨風で飛ばされたプラスチック製品が、川
に入り海に運ばれます。
　世界では、１年間に数百万トンを超えるプラスチックごみが、海に流れ出
ていると考えられています。 

　食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てら
れている食べ物のことです。日本ではこうし
た食品ロスが、1年間で約570万トン発生し
ています（２０１９年度推計）。これは、ひとり
あたりお茶わん約１杯分のごはんと同じ重さ
の食べ物を毎日捨てている計算になります。
　一方で、国連WFP（世界食糧計画）が、栄
養不足に苦しむ人たちへ援助した食べ物の
量は約420万トン（2020年度）。日本で捨
てられている食べ物の方が多いのです。

海洋プラスチックごみ問題

食品ロス
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https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/plastics.html
https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/tabekiri.html
https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/3r.html
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　現在地球上で確認されている野生生物は約175万種で
すが、実際は500万種とも、3000万種とも推定されて
います。あらゆる生物がたくさんいることで、豊かな生態
系が成り立ち、そのバランスが保たれる状態を「生物多様
性」といいます。しかし、世界では1年間に約4万種が絶
滅しているともいわれています。日本でも野生生物の絶滅
が心配されており、160種類のほ乳類のうち、約21％
にあたる34種が絶滅危惧種になっています（環境省のレッ
ドリスト、2020年）。

　生物の絶滅は進化の過程で起こってきたことです。しか
し、今問題になっているのは、人間のさまざまな活動によっ
て起こる種の絶滅で、これがかつてないほどのスピードで
起こっていることです。乱獲や密猟のほか、開発により野
生生物のすむ場所が破壊されてきました。また、外来種を
持ちこんだことで在来種が絶滅してしまうこともあります。
海洋汚染、地球温暖化による気候変動も絶滅の原因になり
ます。野生生物を追いつめているのは人間なのです。

49
61

1
13

1446
2270

＊絶滅：種が絶えること
＊野生絶滅：自然界では存在しないが、人に保
　護され、育てられている生物。
＊絶滅危惧種：絶滅のおそれが高い野生生物の種。
※表中の数字は対象となる種類を示しています。

ツシマヤマネコ、イリオモテヤマネコ、ラッコ、ニホンアシカ
トキ、シマフクロウ、ノグチゲラ、カンムリワシ
キクザトサワヘビ、マダラトカゲモドキ、イヘヤトカゲモドキ
アベサンショウウオ、ミカワサンショウウオ
ミヤコタナゴ、リュウキュウアユ、ムサシトヨミ、テッポウウオ
アワチドリ、ムジナモ、ミドリアカザ、シロコスミレ

ほ乳類
鳥類
は虫類
両生類
魚類
植物

●里地里山
里地里山を守っていこうという活動が盛んになってきました。里地里山とは都市と
原生的自然との中間にあり、人の働きかけを通じて環境が形成され、維持されてきた
地域です。集落を取り巻く雑木林とそれらと混在する農地、ため池、草原などで構成
され、国土の4割を占めるといわれています。この地域には多様な生物が生息し、絶
滅のおそれのある種が分布している地域の半分以上が里地里山にあたります。また、
都市の周辺でわたしたちが自然とふれ合える場としても注目されています。

●干潟
干潟は、海岸にできた砂や泥の低湿地で、潮が引くと地面が現れます。干潟には多
くの種類の生物が生息していて、これらの生物は水質浄化の働きをしていることがわ
かってきました。
　しかし、工業地や住宅地用に埋め立てられるようになり、東京湾では明治維新以降
に95％の干潟が失われました。
　千葉県では習志野市に谷津干潟があり、シギやチドリなどの渡り鳥の生息地として
保護され、1993年にはラムサール条約に登録されました。

他の動物も影響を受け
ることで生態系のバラン
スがくずれ、生態系のピ
ラミッドは小さくなってし
まいます。

21世紀になってから、絶滅してしまった生物とその原因について調べよう。21 22



ミナミメダカ

見られます。

体長25cmほど。えさをとるときは、ねらいをつけ
て、空中から水中に飛び込んで魚をとります。

　コアジサシは、1993年に「市の鳥」に制定されてから、市のシンボルとして
親しまれていますが、みなさんはこの鳥について、知っていますか。
　コアジサシはカモメ科の渡り鳥で、4月ごろ、南のほうから日本にやって来て、
9月ごろまで全国の海岸や河原で集団で生活します。千葉市では、東京湾臨海
部の埋立地が国内でも有数の繁殖地になっていました。
　しかし、生息数は年々減少傾向にあり、現在は国際稀少野生動植物に指定さ
れ、県や市の重要保護生物にもなっています。
　1998年から生息実態調査を行ったり、2003年から営巣期間に保護区をも
うけたりと、コアジサシと人とが共生できる環境づくりを進めています。

2. 原風景を守り育て、農村文化を伝える

　2003年、千葉市では「千葉市谷津田の自然の保全施策指針」を定め、谷津田
を守るための対策を進めています。また、谷津田等の保全区域を指定し、埋立て
や動植物の採取を制限するなどしています。また、市民が谷津田の自然とふれ合
い、自然について学べるように「大草谷津田いきものの里」を整備し、2006年5
月のオープンから、さまざまな動植物に出会える場所として親しまれています。

や　　つ　　だ
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（注1）「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値について算出方法が変更されている。
（注2）｢再生可能エネルギー等(水力除く)｣とは、太陽光、風力、バイオマス、地熱などのこと(以下同様)。 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」をもとに作成

139年
1兆741億t

49年
188兆㎥

54年
1兆7,324億バーレル

電気事業連合会原子力・エネルギー図面集2021年版1-1-6をもとに作成

37.1%

20192015

25.3%

22.4%

8.8%

19.12

40.6%

25.7%

23.3%

20.02

22.00
22.91

22.00

3.5%

　資源やエネルギーをムダにすることなく、大切に利用しようと、省エネルギーの取組が盛んに
行われています。わたしたち消費する者一人一人が、暮らしをチェックする必要があります。

電気自動車に
貯めた電気は
取り出して使う
ことができるよ。

災害があった時に
非常用の電源として
使えるね。

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスＺＥＨ で
ゼッチ

太陽光発電などにより発電された
電力の自家消費量を増やします。

健康健康 快適快適 省エネ省エネ

「Home Energy Management System
（ホームエネルギーマネジメントシステム）」の略。
家庭のエネルギー使用状況を確認でき、
省エネを手助けします。

高断熱窓

高効率照明（LED等）

高効率給湯

蓄電システム
電気自動車(EV)

室内の空気

新鮮な外気

高効率換気

太陽光発電

高効率空調

高断熱外皮

V2H
（ビークル・トゥ・ホーム）

九都県市首脳会議 環境問題対策委員会

ＨＥＭＳ
ヘ ム ス

「Vehicle to Home
（ビークルトゥホーム）」の略。
電気自動車から電気を取り出し、
住宅で電気を使用できます。

（出典：九都県市首脳会議 環境問題対策委員会）

（1か月あたりの平均電力消費量）

1970 75 80 85 90 95 2000 05 10 2015

247.8

●電気自動車（EV）
電気自動車はガソリンをエンジンで燃焼させて走るガ

ソリン自動車と異なり、電気を充電して電動モーターで走
る自動車です。
　走行中に二酸化炭素や排気ガスを出さないため、環境
にやさしい自動車であるといえます。
　設備を整えれば、自宅のガレージやまちのコンビニエ
ンスストア、商業施設などでも充電を行うことができます。

（注）数値は9電力会社平均値
電気事業連合会原子力・エネルギー図面集2016年版 1-2-13をもとに作成 省エネ家電を使うと

毎日の電気代を
抑えられるよ。

●ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）
ゼ　 ッ　 チ

ゼ　 ッ　 チ

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）とは、壁や
窓などの高断熱化や省エネ設備の導入、再生可能エネ
ルギーを活用することで、1年で消費するエネルギーを
実質ゼロにすることを目指した住宅です。
　高い断熱効果のある窓やエネルギーの効率の高い照
明などを用いてエネ
ルギー消費を抑え、
太陽光発電、太陽熱
などの再生可能エネ
ルギーを活用して消
費するエネルギーを
まかないます。

　省エネルギーは脱炭素社会を実現させるためのカギで
す。わたしたちは消費する立場から、資源やエネルギー
を無駄に消費することのないように、暮らしをしっかりと
チェックする必要があります。
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https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/documents/teikougaisya1.jpg


生物由来資源を利用するエネルギー

J&T環境株式会社　千葉バイオガスセンター

　風や水、太陽など、自然のエネルギーは化石燃料などと比べて環境への負担が小さいほか、枯渇する心配もなく、
二酸化炭素も排出しません。また、一度利用しても、同じ形でくり返し利用できます。このようなエネルギーを再生
可能エネルギーといい、地球にやさしい、新しいエネルギーとして普及が進んでいます。現在は国内で利用される
エネルギーのうち再生可能エネルギーの割合は、水力が7.9％、水力をのぞいた再生可能エネルギーが8.1％程度
ですが、2030年には再生可能エネルギー全体で３６～３８％まで導入が進む見込みです。

　太陽熱集熱器で太陽の熱を集め、お湯を作ります。
　千葉光の村授産園では、今まで主燃料であった重油の
使用量を半分程度に抑え、温室効果ガスである二酸化炭
素（CO2）の大幅な排出削減を目指し、2009年11月、
太陽熱利用給湯システムを導入しました。 銚子市内の風力発電のようす

●燃料電池自動車（FCV）
　天然ガスなどから、家で使う電気とお湯を一緒につ
くりだすシステムです。天然ガスなどから水素を取り
出す段階で二酸化炭素は発生しますが、エネルギー
効率が約85～95％と高く、ガスを燃やさないので、
地球温暖化の原因となっている二酸化炭素の排出量
を大幅に抑えることができます。

九都県市首脳会議資料をもとに作成

　水素は、多種多様なエネルギー源から製造が可能であり、利用段階で二酸化炭素を排出しない究極のクリー
ンエネルギーとして、エネルギーの安定的な確保や環境負荷の低減などに大きく貢献することが期待されて
います。
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https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/fcv_intro.html
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/setsubi/t_zentai.html


環境にやさしい暮らしのスタイルを実現しましょう

　地球上の資源は限られていることを認識し、まだ利用できるもの
も捨ててきたこれまでのやり方を変えることが必要です。使い終
わったものでも再度使えるように処理し、資源として有効に使い、
ごみの発生を抑える循環型社会の実現に取り組みましょう。

●プラスチックスマート
ポイ捨てなどにより、回収されずに河川などを通じて海に流れ込
む「海洋プラスチックごみ」が日々発生しています。
　世界全体で日々大量に発生する「海洋プラスチックごみ」は長期に
わたり海に残存し、このままでは2050年までに魚の重量を上回る
ことが予測されるなど、地球規模での環境汚染が懸念されていま
す。こうした問題の解決に向けてプラスチックと賢く付き合っていく
取組が進められています。

　石炭や石油、天然ガスを燃やしてエネルギーを得ていると、資
源は減り、環境にも影響が出ます。そこで、省エネルギーのさま
ざまな工夫が考えられ、環境にやさしいエネルギー資源の開発が
進められています。

※ごみを減らす取組・3つのR（くわしくはp17・18を見てください。）
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　自動車の排ガス、工場などからの排煙・排水などで、大気、水、
土壌が汚染されたり、騒音などの被害が出たりしないように法律
や環境基準を決め、公害を防止する取組が続けられています。

古紙を原料に利用したノートや
トイレットペーパーなどに付い
ています。

ペットボトルを再生利用した製品
（衣類や文房具など）に付いてい
ます。

二酸化炭素の排出を削減できる
鉄道貨物輸送を、一定割合以
上利用している商品や企業が
わかるマークです。

環境保全に役立つと認められた
製品に付いています。

再生紙を使用している製品に付
いています。数字は古紙パルプ
の配合率です。

　製品やサービスを購入するときに、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで
購入することをグリーン購入といいます。
　グリーン購入を実践することは、供給側の企業に環境負荷の少ない製品の開発を促すことにつながりますから、経済活動
全体を環境にやさしい循環型社会へと変えていく可能性を持っています。
　下記のマークは、環境負荷の少ない商品等に付けられている代表的なものです。

●エコマーク

●再生紙使用マーク
●エコレールマーク

●グリーンマーク

●ペットボトル
リサイクル推奨マーク

このマークとともに、省エネルギー基準
の達成率を表示します。

29 30

https://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/kotsu/monorail8.html


　わたしたちの生活に欠かすことができない自動車は、大気汚染物質の排出源であるばかりでなく、二酸化炭素の排出源
のひとつでもあり、地球温暖化を防止するためにも、排出するガスを減らすことが求められています。
　自動車の使用者であるわたしたち自身が、「環境にやさしい、車とのつきあい方」を身につけ、大気環境の改善に取り組ん
でいく必要があります。

雑がみを分別し、資源物
として出しましょう。

●環境にやさしい自動車を
選ぶ。

●不要な荷物を載せない。
●ドライブは計画を立てて、
無駄な距離は走らない。

●相乗りを心がける。
●渋滞の原因になる迷惑駐
車をしない。

●エアコンの使用は控えめに。
●早めのアクセルオフでエン
ジンブレーキを活用する。

環境のために今日からできるCOOL CHOICE
クール チョイス

省エネルギーの実践

森林の保全

冷暖房を節約しましょう。

待機電力を節電
しましょう。

再生紙を使いましょう。

COOL CHICE（クールチョイス）とは…
COOL（クール）は、涼しいという意味もありますが、賢いという意味です。
CHOICE（チョイス）は選ぶということ。地球のために、環境にやさしい
ものや行動を選んでいこうというのがCOOL CHOICEです。

冷房は室温28℃
暖房は室温20℃
を目安に

定期的に点検整備して排出ガスや騒音を
減らします。

駐停車中のアイドリング・ストップは、県の
条例で義務づけられています。

空ぶかし・急発進・急加速をしない。

燃費を把握することを習慣にします。出かける前に渋滞等の情報をチェックする。

ごみの減量
ものを大切に使ったり、
正しく分別したりしま
しょう。 可燃

ごみ

水質の保全 　毎日の暮らしを見直してみましょう。わたしたちにできることがあるかも
しれません。
　一人一人ができるのは小さなことでも、積み重ねて大きな効果にしてい
きましょう。

●省エネルギー…こまめに節約しましょう。
・冷暖房を節約する。
・待機電力、テレビ、照明の利用を減らす。
・洗面所での節水や風呂の残り湯を利用する。
●ごみの減量…雑がみを分別し、資源物として出しましょう。
●森林の保全…再生紙を使用した製品を使いましょう。
●水質の保全…余分な油や洗剤等を排水口に流さないよう

にしましょう。
・使用済みの油は、排水口に流さない。
 （資源として回収し、リサイクルする取組もあります）
・米のとぎ汁は植物の水やりに使う。
・食器洗いは洗い桶を使って、洗剤は水でうすめて
　　使う。

　企業や団体等の組織が、自ら環境方針や目標を設定し、その達成に
向けて取り組んでいくための仕組みのことです。組織の活動を環境にや
さしいものに変えていくために効果的な方法です。環境マネジメントシ
ステムの取組を外部認証する規格として、国際規格のISO14001や、
環境省が策定したエコアクション21などがあります。
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https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/cool-choice.html
https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/assess_index.html
http://www.9taiki.jp/eco/ecodrive_nitiatives.html


●１８ｇってどのくらい？

●どうすれば減量できるの？

・水大さじ１杯くらい
・みかんの皮1個分
・レジ袋２枚

生ごみはギュッと
水切り！

皮も料理に
使ってみよう！

買い物には
マイバッグを
持っていこう！
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へらそうくん

　「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」は、市の一般廃棄物処理に関する長期的視点に立った基本方針を定めるもの
です。さらなるごみの減量と再資源化を推進するため、2017年3月に計画の改定を行いました。

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画
スローガン：「もったいない」の心で、１日１８ｇのごみ減量

～「焼却ごみ1/3削減の達成」から第2Roundへ～

１人ひとりがごみを出さないライフスタイル・ビジネススタイ
ルの確立による、２Ｒ（リデュース・リユース）を目指します

●「３Ｒ教育・学習の推進及びごみ処理に関する情報の共有化」や「生ごみの発生抑制の
推進」など９事業があります。

再生利用率を高めるための効果的な再資源化施策と、市民・
地域・事業者との協働や地域活動への支援により、さらなる
焼却ごみ量の削減を目指します

●「剪定枝等の再資源化の推進」や「生ごみの再資源化の推進」など８事業があります。

低炭素・資源循環へ貢献する、経済・効率性と安定・継続性
に優れた、強靭なごみ処理システムの構築を目指します

●「焼却残渣の再生利用の推進」や「安定的・効率的な処理体制を目指した清掃工場
の計画・整備」など10事業があります。

基本理念 全員参加型３Ｒによる　未来へつなぐ　低炭素・循環型社会の構築

1日18gのごみ減量に挑戦！

計画では、1人1日あたりの家庭から出るごみ量
を513g（2015年度）から495gに減らすこと
（18gのごみ減量）を目標にしているんだね。

ごみを減らせたら、千葉市にいいことがたくさん！

埋立量の削減

最終処分場を長く使うことができます！

　環境問題について学んでもらうための講座を開催して
いる公民館があります。
　リサイクル工作、自然の観察、体験活動を通じて、リ
サイクル方法や生物多様性などについて、理解を深めて
みましょう。
　予定やテーマは、近くの公民館へお問い合わせください。

　千葉市では、市と事業者が協力しながら環境にやさし
いまちづくりを行っていくため「千葉市地球環境保全協
定」の締結を進めています。
　この協定は、市と事業者の間で締結するもので、事業
者の方々に、環境保全意欲を持ち続け、率先して行動し
てもらうことを目指しています。
　2020年10月の時点で、848の事業者が、千葉市
とこの協定を締結しています。

　都市化が進み、自然環境が失われていく中、貴重な自然
環境や多様な生態系を守り、市民が自然とふれ合う場を提
供するため、市民の意見を取り入れ、坂月川上流部の小倉
市民の森と坂月川に挟まれた休耕田（約5,000㎡）を利用

して、2004年度に坂月川ビオトープを整備しました。
　ビオトープでは、市民と協働してより良い環境づくりに努
め、生息する生物に配慮した手入れや管理により、季節ご
とにさまざまな動植物が見られます。

坂月川ビオトープ入口 坂月川ビオトープで見られるハンゲショウ
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https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/ondanka/hozenkyoutei.html
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環境学習のための活動例
　環境学習を行う上では、身近な環境に目を向けた活動を行うことも重要です。こちらではその活
動例の一部を紹介します。
　なお、実際に活動する場合には、実施方法や安全対策などについて十分話し合い、事故のない
ように行いましょう。

・1か月あたりのごみの量、電気使用量、ガス使用量、水
道使用量を調査します。

・エネルギー使用の削減に関して広報しているパンフ
レットや映像などを見ます。

・外部の専門家の意見も取り入れ、省エネルギーを
チェックします。

・簡易型電力計（エコワット）を活用して電気製品の電気
使用量を確認します。

・施設の省エネルギーの工夫を確認します。
・エネルギーの使用と地球温暖化との関わりについて考
えます。

雨水の採取と測定
・ビニールシートを使い、雨水をきれいに洗浄したプラスチッ
ク容器に採取します。また、できれば降り始めの雨水（降水
量1mm程度まで）とその後の雨水を分けて採取します。
・採取した雨水を試験管に取り、pH指示薬BTB液を1滴加
え、色見本と比較しpH値を読み取ります。
・pH計を用い、採取した雨水のpH値を測定します。

考察
・全国の酸性雨の状況を調べ、自分たちの測定値と比較し、違
いについて考えます。
・雨水のpH値が酸性を示す理由や、降り始めとその後とでpH
値を比較し、変化、理由を考えます。
・雨水のpH値をはかる場合の注意事項について考えます。

□ビニールシート　□プラスチック容器　□試験管
□pH指示薬BTB（ブロモチモールブルー）液
□pHの見本色　□pH計

　酸性雨とは、硫黄酸化物（SOx）や窒素酸化物
（NOx）等を起源とする酸性物質が、雨や霧に溶
け込み、通常より強い酸性を示す現象です。
　雨水を採取し、降雨ごとにpH値や降水量を数
か月測定し、記録します。降雨ごとの測定値のば
らつきや季節変化、全国の酸性雨の状況につい
て調べ、その原因について考えましょう。

　ごみの減量と省エネルギーについて目標を決め、全員が協力して節電な
どに取り組みます。また、省エネルギーに向けた無駄遣いの改善などを通し
て、エネルギーと地球温暖化、資源の枯渇などの環境問題について考えま
しょう。
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○千葉市のごみの量を調べます
・ごみの量の変化を調べる。
・1人あたり、家庭から毎日どのくらいの量のごみを出
しているかを調べる。
○千葉市のごみの出し方を調べます
・ごみ収集の方法を調べる。
・なぜ、このような出し方になったのかを考え、現在の収
集方法になる前はどのような方法だったのかを調べる。
○集められたごみの行き先を調べます
・ごみの種類ごとに、どこに運ばれるのかを調べる。
・集めたごみをどのように取り扱っているかを調べる。
○今後のごみ問題の課題について考えます
・ごみ処理をしている場所、方法などについて考える。
・ごみの減量を進める方法を考える。

○ごみを減らすためにはどうしたらよいかを考えます
・自分なりのごみを減らす方法を考える。
・3R（リデュース、リユース、リサイクル）の必要性につ
いて考える。
○ごみ減量大作戦（家庭、学校、商店、地域などででき
ること）を考えます

・自分が家庭、学校、お店、地域などでできることは何か
を調べる。
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https://www.city.chiba.jp/kurashi/gomi/gomi/gomi-data/shokyaku/index.html
https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/shushugyomu/gomitop.html
https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/3r.html
https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/3r.html


若葉区桜木町163

中央区弁天3－1－1

さくらぎの森

千葉ウシノヒロバ

加曽利貝塚縄文遺跡公園

他

他

他

他

他

他

他

520－1

他

412ー1の一部 他

　湧水や休耕田などの自然を生かしたビオ
トープです。トンボやカエルはもちろん、鳥類で
はカモやサギ、植物ではハンゲショウやヨシな
どが四季を通じて観察できます。また、初夏に
はヘイケボタルを見ることもできます。

　春はサクラ、初夏はフジ、秋はイチョウと、都会の
中で四季を感じることができる公園です。7月には、
市の花オオガハスが咲きます。

　ごみを燃やしたときに発生する熱を利用し電気を
作り、施設内の機械を動かすために利用します。また、
余った電気は売却しています。さらに、施設の近くに
ある温水プールに熱供給を行うなど、ごみの処理で
発生するエネルギーを有効に活用しています。

　子どもから大人まで楽しめる参加体験型科学館で
す。館内の展示やプラネタリウムをはじめ、市民参加
型の講座や実験教室など盛りだくさんの楽しい企画を
実施しており、さまざまな科学と技術にふれ合える場
を提供しています。

　都市の緑化について、さまざま
な講習会や展示会を行なってい
ます。バラ園もあり、春と秋には
バラの香りにつつまれます。

　自然の地形を生かしてつくられた公園です。四季
の野鳥や野草を観察することができます。

科学館
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無　料

新内陸最終処分場
（廃棄物埋立管理事務所） 若葉区内

中央区千葉港
2-1千葉市都市緑化植物園

汚水処理の話、施設見学

大量消費シミュレーションや地球
環境時計など自然環境を探ること
ができる

043-245-5504

p.12、15

p.9

硫黄酸化物（SOx） p.11、35

p.7、8、27、33

p.8

p.11、15

p.34、37、38

p.15

p.7、9

p.21

p.21、23

p.15

パリ協定
　2015年に採択された地球温暖化対策の国際ルールです。
世界全体の平均気温の上昇を産業革命前に比べ2度より低く抑
え、今世紀の後半には二酸化炭素などの温室効果ガス排出を実
質ゼロにすることを目標としています。そのために、発展途上国
を含むすべての国が温室効果ガスの削減目標を作ることなどが
定められています。

p.15
　ダイオキシン類は、低温で燃やす焼却場から発生したり、たば
この煙などに含まれたりしており、人や環境に悪影響をおよぼしま
す。1999年に、ダイオキシン類対策特別措置法が成立しました
が、分解しにくいので環境中に存在し、なお影響が心配されてい
ます。

揮発性有機化合物（VOC） p.11、12
　常温常圧で空気中に容易に揮発する有機化合物のことです。燃
料、塗料、接着剤などに含まれ、太陽の紫外線にあたると窒素酸
化物と反応して、光化学オキシダントという物質が発生します。

p.15
　大気中の粒子状物質のうち、比較的粒の直径が大きい物質
のことです。大きくて重いため、大気中に浮かんでいられずに
落ちてくるものや、雨や雪に取りこまれて落ちてくるものです。

　本来その地域に住むさまざまな野生の生物が生きることがで
きる空間です。森林、湖沼、ヨシ原、川辺、干潟、里山、谷
津田などさまざまなビオトープがあります。最近は、復元した
自然を呼ぶこともあります。

窒素酸化物（NOx） p.11、12、15、25、35
　一酸化窒素や二酸化窒素などのことです。火力発電所、工
場、自動車などから発生します。二酸化窒素は、酸性雨や光
化学オキシダントの発生の原因にもなります。

　河川の水の汚れの目安となる値です。水中の微生物が有機
物（汚れ）を分解するときに必要な酸素の量で表します。この
値が大きいほど、水が汚れていることを示します。

　大気中に浮かんでいる直径が10μm以下の粒子状の物質の
ことです。工場のばい煙やディーゼル車の排出ガスなどに含ま
れています。ディーゼル車の排出ガスに含まれる微粒子は、発
ガン性が指摘されています。

　大気中に浮かんでいる直径2.5μm（マイクロメートル・1μm
は1000分の1mm）以下の粒子状の物質です。物の燃焼によっ
て直接排出されるものや、大気中のガス状汚染物質が化学反応
により粒子化したものなどがあります。非常に小さいため（髪の
毛の太さの1/30程度）、肺の奥まで入りやすく、呼吸器系・循
環器系への影響が心配されています。
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https://www.city.chiba.jp/kankyo/
http://www.env.go.jp/kids/
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/kodomo.html
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