
第２回テーマ別に詳しく学ぼう
2024年４月20日（土）13:30～17:30



オリエン
テーション



杉並区気候区民会議
について
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杉並区気候区民会議の目的

気候変動は、一人ひとりの暮らしや命に関わる

「待ったなし」の問題です

杉並区気候区民会議は、「2050 年ゼロカーボンシティ」の実現に向けて

区民の皆さまの参画による気候変動対策を推進し、

一人ひとりが当事者意識を持って具体的な行動につなげていくことを

目的として開催します。 
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成果の生かし方

杉並区気候区民会議の意見提案に対して、

区は施策への反映を

一つひとつ検討します
区民・事業者の皆さまと区が一体となって、

気候変動対策を推進していく「きっかけ」としていきます。
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参加者はどうやって選ばれたの？
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5,000名
無作為抽出

杉並区民
16歳以上の区内在住の方

応募者

199名

選出者

80名
年齢層や性別、住所の
バランスを考慮して選出

77名参加者

結果通知
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参加者の内訳

年齢
構成

参加が確定した77名の参加者の内訳

性別
構成

参加している区民は、どんな方？



意見提案の提出までの流れ

本日

学習



本日の
目的と進め方



第１回・第２回（学習段階）の目的

気候変動について、
さまざまな視点から理解を深めよう

•気候変動の現状は？

•杉並区の気候変動対策には何が必要なの？

•どんな対策がすでに行われているの？
9



第１回・第２回（学習段階）のテーマ
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エネルギー
循環型社会

みどり
交通

総論｜気候危機の現状と区民の役割



オリエンテーション（10分）

テーマ別：循環型社会（48分）

グループで意見交換（12分）

休憩（10分）

質疑応答（５分）

テーマ別：みどり（50分）

グループで意見交換（10分）

休憩・ストレッチ（10分）

質疑応答（５分）

本日の進め方

テーマ別：交通（50分）

グループで意見交換（10分）

質疑応答（５分）

まとめ

次回ご案内

終了

1

2
3



第１回：総論
の振り返り

全ての
テーマに
関わる視点



第１回：登壇者からのメッセージ（抜粋）

一人ひとりの我慢だけでは温暖化は止まらない。

社会システムの「大転換」が必要

江守正多 
東京大学未来ビジョン
研究センター教授
国立環境研究所
上級主席研究員

芝崎瑞穂 
一般社団法人 Change Our 

Next Decade 
代表理事

杉並区が気候問題にどのように
取り組んでいけば良いかを考える際に、
杉並区だけにとって良いものにならない

ように広い視点を持って考えてほしい。
「良い行動」だと思っても、それによって

他の人・地域への被害や問題を引き起こしてないか？



第１回：登壇者からのメッセージ（抜粋）

異なる背景や経験を持つ多様な区民が集まり、
問題について知り、ともに考え、話し合うことで、

実効性のある対策が生まれる 

三上直之
名古屋大学大学院
環境学研究科 
社会環境学専攻 

教授

岸本聡子
杉並区長

自治体として地球規模の気候変動問題に取り組む意義について

住宅、まちづくり、ごみ、教育、エネルギーなど、
私たちの生活に関わることを選択していけるの
が自治体。気候変動問題に自治体からしっかりと
取り組んで、変化を起こしていくことが大切。



第１回「総論」意見交換のポイント

気候変動の現状と、
深刻さ・大変さを理解できた。
危機感・不安を感じた

技術革新や法律の改革などの
大転換が必要。

一方で、そのイメージが湧かな
い・難しさを感じる

解決に向けた取組が、
他の地域に悪影響を及ぼす場合も
あることを考えさせられた

若者から学ぶ・若者の役
割・世代の違いに関する
気付きがあった

将来世代への負担や
将来世代のためにできること

を考えさせられた

まずは知ること・学ぶこ
とと、どのように発信し
ていくかが大事

全員に関わる問題なので、
様々な立場・レベルの主体が
連携して、みんなで取り組む

ことが必要

自然や緑を大切
にしていくこと
が大事

気候区民会議、民主主義、
市民が考えることの意義に
ついて考えさせられた

個人の行動・自分で
何ができるかを考え
ることも大切



第１回：総論で得た

視点や気付きをヒントに、

今日はテーマ別に一緒に学んで、

考えていきましょう



気軽に、リラックスして
ご参加ください
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循環型社会
循環型社会を行政、区民
そして事業者の連携により
どのように実現できるか？

テーマ



登壇者

金子さやか
株式会社

セブン＆アイ・
フードシステムズ
サステナビリティ推進総括
マネジャー/環境部会長

中上冨之 山辺アリス渡部厚志
公益財団法人
地球環境戦略
研究機関 (IGES)

持続可能な消費と
生産領域
研究員

公益財団法人
地球環境戦略
研究機関 (IGES)

持続可能な消費と
生産領域

プログラムディレクター

杉並区
環境部

ごみ減量対策課

モデレーター



パネリストの発表



ものを使い捨てない社会にするには

杉並気候区⺠会議 第2回 2024.4.20



この時間に考えること

ものを使い捨てるってどういうこと︖

ものを使い捨てない社会にするために
杉並のみなさんは何ができる︖



この時間に考えること
あとでお隣の⽅と話し合っていただきます

最近、まだ使えるのに
⼿放してしまったものはありますか︖

どんな⼯夫や仕組みがあれば、それを
捨てずに使い続けられると思いますか︖



ものを使い捨てるとは︖
ごみと資源を分ければリサイクルするんじゃないの︖

１⼈１⽇あたりごみ排出量（2022)

全国 杉並
890g 468g

環境省「⼀般廃棄物処理事業実態調査」 杉並区「ごみ・資源のデータ集」



ものを使い捨てるとは︖
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ごみと資源を分ければリサイクルするんじゃないの︖



ものが循環していないとは︖

各国の資源再利⽤（2020)
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ものを使い捨てるとどうなる︖
ものを使い捨てる暮らし ①⾷

農林⽔産省「⾷料需給表」・
産業環境管理境界「リサイクルデータブック」にもとづき作成

再⽣利⽤
1,199万トン

家庭から
56万トン

事業者から
1143万トン

事業者から
263万トン

家庭から
692万トン

焼却・埋⽴
955万トン

⾷料供給
約8,200

万トン

事業者が
捨てる⾷料
1,624
万トン

家庭が
捨てる⾷料
748
万トン

⾷べられる⾷料
約5,800万トン



ものを使い捨てるとどうなる︖
ものを使い捨てる暮らし ②⾐料

⽇本総研「ファッションと環境」調査



ものを使い捨てるとどうなる︖

使い捨てにする・使わずに捨てる

ものを使い捨てる暮らし

本来は必要ないものを作ったり
買ったりしている



ものを使い捨てるとどうなる︖

⾷
34%

世界の温室効果ガス
に占める割合

ものを使い捨てる暮らしと気候変動
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ものを使い捨てるとどうなる︖

⾐料
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世界の温室効果ガス
に占める割合
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ものを使い捨てない社会にするには

捨て⽅を考える

作り⽅・買い⽅・使い⽅・
使わなくなったあと
全部考える

だけでなく…



ものを使い捨てない社会にするには

いらないものは作らない 買わない

⾃分では使わないものは
他の⼈に使ってもらうか素材にする

ものは⼤切に使い切る・⻑く使う



杉並ではどうする︖
お隣の⽅と話し合ってください

最近、まだ使えるのに
⼿放してしまったものはありますか︖

どんな⼯夫や仕組みがあれば、それを
捨てずに使い続けられると思いますか︖



事例の紹介
⼭辺 アリス



使い捨て容器を減らすための取組み

再利⽤
（リユース）

詰め替え
（リフィル）



使い捨て容器を減らすための取組み

・ゴミを出さない買い物
・必要なだけ買うから、節約できる
・フードロス削減にもなる

三鷹市の量り売りスーパー「野の」

量り売りスーパー



使い捨て容器を減らすための取組み

・テイクアウトで利⽤できる地域共通の
リユース容器
・参加店舗で容器を返却
・お店で洗浄・消毒
・地域のお店を応援できる

https://megloo.jp/#home



近所でモノの貸し借りできる取り組み

Library of Things、イギリスの事例

・無駄な買い物を減らせる
・⾃宅スペースの確保
・地域が盛り上がる

モノの図書館



モノを⻑く使うための取組み

バーミキュラ社の「リクラフトプログラム」

鍋を違うサイズに作り直すサービス

プチ・プリ（Petit Pli）

⽣後9ヵ⽉から4歳まで着⽤可能



杉並ではどうなのか︖
お隣の⽅と話し合ってください

このような取り組み、聞いたことありま
したか︖試したことはありますか︖

あったら助かる・やってみたい取り組み
はありましたか︖



杉並区気候区民会議

「外食事業者による資源循環・食品ロス削減の取り組み」

2024年4月20日（土）

関係者限定

株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ
サステナビリティ推進 総括マネジャー/環境部会長
環境カウンセラー/環境プランナー

中上 冨之



自己紹介 ［ 中上 冨之（なかうえ ふゆき）］
仕事（前職有り）

周りが知らない私の個人的なこと

想い

ともすれば抽象的に、「意識」としてとらえられがちなサステナビリティへの
取り組みを、具体的で形あるものにする

環境への取り組みに費やす人やお金が、コストではなく投資としてリターンが
あることを証明していく

 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ  
  サステナビリティ推進総括マネジャー / 環境部会長  

    株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 環境イノベーションチーム
’94年 入社 デニーズ 中京、神奈川、西東京、甲信地区DM～本部営業、業態開発GM

*****************************************************************************************************************

環境カウンセラー・環境プランナー・環境プランニング協議会正会員・
環境マスター・JRCA認定EMS審査員補・日本フードサービス協会環境委員
mottECO普及コンソーシアム、Food with Sustainability主催

お酒は1滴も飲めません

ピーマンが食べられません

関係者限定
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目標：セブン＆アイグループ環境宣言 『GREEN CHALLENGE 2050』の達成

4つのテーマを決め、2050年までに目指す姿を宣言

関係者限定



同業他社、他業種・他企業との連携

リサイクラー、農家様との連携

お客様との連携

国・自治体との連携

外部団体との連携

1

2

3

4

5

パートナーシップ
による環境推進

much more ・・・

プラスチック資源循環、エネルギー対策、森林保護など様々な連携活動に取り組んでいますが、
本日は事業特性から、食品ロス・食品廃棄物削減のうち２つにテーマを絞ってご紹介いたします

関係者限定
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デニーズ各店舗から出る
コーヒー豆かすを回収し、
リサイクル業者へ運搬

株）ヤマザキ様
「ホワイトソース製造」

三友プラントサービス様

コーヒー豆かすを使用し、飼料化

牧場「リオグランデ宮島」

「リサイクル飼料利用」
「牛乳生産」

デニーズ

「コーヒー豆かす回収」
「ホワイトソース利用」

デニーズのコーヒー豆かす

リサイクル飼料を販売

デニーズ各店舗で出る
コーヒーの豆かすを軸にした

リサイクルループ

店舗より排出される「コーヒー豆かす」で飼料を製造し、乳牛に給餌することで生産した生乳を
ホワイトソースの原材料として利用する取り組み

コーヒーかすに特化した
リサイクルループ認定は、

レストラン事業者として日本初

⽣乳

【取り組み事例】1. 食品リサイクルループ構築

関係者限定
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リサイクル飼料で育てた乳牛から採れた生乳をホワイトソースにし、メニュー化

定番の和風ハンバーグ ７９２円に対し、１,２９８円と価格の高いメニューにも
かかわらず、ハンバーグカテゴリー中、2位の売れ筋となっている

サステナブルメニューとして販売

【取り組み事例】1. ⾷品リサイクルループ構築

関係者限定



【取り組み事例】2. ⾷べ残し持ち帰りによる⾷品廃棄物削減

関係者限定



関係者限定



モッテコ

と、読みます
関係者限定



厳密には環境省・農⽔省・消費者庁合同＝政府の推奨

関係者限定



モッテコ
飲食店で食べ残してしまったら、

自己責任で持ち帰り、

食べ切ることでごみにしない、
という取り組みです

関係者限定



モッテコ
これは2020年、

環境省が食べ残し持ち帰りを
広めるため、一般公募し、

採用された名称です
関係者限定



モッテコ
「もっとエコ」

「持って帰ろう」
というメッセージが
こめられています

関係者限定



持ち帰っておいしく食べて、ごみも減って
みんな笑顔、というデザインになっています

関係者限定



2021年 は、
この取り組みを          で

はじめました関係者限定



mottECOに取り組む意味

・私たちレストラン事業者は、法律（循環型社会形成推進基本法）に
基づき３R（スリーアール）に努めなければなりません

・３Rには法律上の優先順位があります

・mottECOはその第1優先のReduce（リデュース：発生抑制・削減）
に貢献する取り組みです

・残った料理をごみにせず、
きちんと食べ切ることは、

①食品資源を守る
②焼却により発生するCO2排出を
削減する

という2つの大きな課題解決に
つながります

関係者限定



食品ロス削減とプラスチック削減の両立

もうひとつのコンセプト

容器そのものが、お客様への
「自己責任によるご利用」の

訴求になっています

関係者限定



容器と一緒にお持ち帰りの注意点とWEBアンケートのチラシをお渡しています

59関係者限定
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WEBアンケートが示す通り、mottECO利用されたものは99%召し上がっています

つまり捨てられずに消費されており、この取り組みが廃棄物削減につながっている とみなすことができます

Q.お持ち帰りになった商品は、どの程度食べられましたか。またどなたが食べられましたか。当てはまるもの全て

お答えください（回答数2,100）

もって帰った食べ残しはどうなったのでしょう？
※WEBアンケート より

関係者限定
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パートナーシップで環境推進 ⇒ 企業を超えたアライアンス「mottECO普及コンソーシアム」を設立、拡大

飲食事業者

株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ
ロイヤルホールディングス株式会社
SRSホールディングス株式会社
株式会社アレフ

ホテル事業者

日本ホテル株式会社
株式会社京王プラザホテル

自治体

東京都杉並区

関係者限定

mottECO普及コンソーシアム

21年度 外食2社連携
22年度 外食3社・ホテル1社 4社連携
23年度 外食4社・ホテル2社・自治体1 官民7団体連携



mottECO普及イベント
~ ⾷べ残しをなくそう︕ ~

⾷品ロス削減 「mottECO（モッテコ）」 FESTA 2023

⽇時   ︓2023年7⽉24⽇（⽉） 11:00〜14:00
会場   ︓ホテルメトロポリタンエドモント ２階 ⼤宴会場（悠久・波光・薫⾵）
所在地︓東京都千代⽥区飯⽥橋3-10-3
主催  ︓mottECO普及コンソーシアム

62関係者限定

普及啓発のため、自らイベントを企画、開催



「mottECO（モッテコ）」 FESTA 2023 イベントの様子

・関係省庁、全国の⾃治体、企業、団体、⼤学等から
32の出展（杉並区様もありがとうございました︕）
・広く⼈材交流、情報発信・交換の場となりました
・参加者200名の計画に対して、300名以上、スタッフ参加
も⼊れると400名以上のご来場をいただきました

63関係者限定

出展ブース 講演会
パネルディスカッション

もったいないメニュー紹介



64
関係者限定

杉並区制作の広報番組「すぎなみスタイル」でも発信 ＝ 自治体連携の強み
2024年7月29日（月） mottECO FESTA 2024 開催決定！



関係者限定

こうした取り組みが認められて

「令和5年食品ロス削減推進表彰」
環境大臣賞受賞
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普及イベント、環境大臣賞受賞などが少しずつ効果をあげアライアンスが拡大

飲食事業者

株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ
ロイヤルホールディングス株式会社
SRSホールディングス株式会社
株式会社アレフ

ホテル事業者

日本ホテル株式会社
株式会社京王プラザホテル

自治体

東京都杉並区

関係者限定

mottECO普及コンソーシアム

21年度 外食2社連携
22年度 外食3社・ホテル1社 4社連携
23年度 外食4社・ホテル2社・自治体1 官民7団体連携



01.株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ
02.ロイヤルホールディングス株式会社
03.SRSホールディングス株式会社
04.日本ホテル株式会社
05.株式会社京王プラザホテル
06.東京都杉並区
07.株式会社アレフ
08.株式会社筑波学園ホテル
09.東京農業大学
10.株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

67

２．【取り組み事例】 2) mottECO普及コンソーシアムの拡大

mottECO普及コンソーシアム

21年度 外食2社連携
22年度 外食3社・ホテル1社 4社連携
23年度 外食4社・ホテル2社・自治体1 官民7団体連携
24年度 外食8社・ホテル8社・自治体2・中食1社・大学2 産官民21団体連携

11.株式会社いっちょう
12.立命館大学食マネジメント部
13.株式会社名鉄ホテルホールデイングス
14.東京都多摩市
15.株式会社ダイナック
16.城山観光株式会社
17.康正産業株式会社
18.株式会社芝パークホテル
19. blancjapan株式会社
20.株式会社トリドールホールディングス
21.レンブラントホテル関係者限定
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定量的な成果 mottECO実施店舗と廃棄物削減量

2023年度末
1,095店舗

72.4 t

2021年度末
126店舗

9.4 t

2022年度末
750店舗

52.0 t

期末実施店舗数による年間換算

2024年度末計画

1,200店舗以上
81.0 t以上

関係者限定



の取り組みにより、1年間にコンソー
シアム合計で 72t 以上の⾷べ残しがごみにならず、
⼈々の栄養になっています

これは、おにぎりだと 約60万個分 にあたり、
杉並区在住の皆さま全員が1個ずつ召し上がり、

さらに抽選で1万名様が2個⽬をもらえる、という量になります

関係者限定

これは、おにぎりだと 約60万個分 にあたり、
杉並区在住の皆さま全員が1個ずつ召し上がり、

さらに抽選で1万名様が2個⽬をもらえる、という量になります
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Think globally, act locally. 地域連携こそが最重要

関係者限定

ご清聴、ありがとうございました



䗃 橆 㘗 爡 ⠓ 䕎 䧭 ח

ꟼ ׅ  勒 ⚛ ⼒ ך 《 穈
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ワンウェイプラスチックの削減

マイバッグ推進・ワンウェイ（使い捨て）
プラスチック削減に向けた啓発活動
全国初 平成２０年
「レジ袋有料化等の取組の推進に関する条例」制定
（国：令和２年７⽉ レジ袋有料化）
区内⾼校や⼤学、各種団体と「マイバック推進連絡会」を組織し、
キャンペーンの実施や啓発ポスターの作成・掲⽰、講演会、区内バス
の⾞内放送などを実施

リユース容器活⽤に関する事業の実施
令和６年度〜 新規
〇イベント向けリユース容器貸出事業
区内団体等が実施するイベントにリユース容器を無償貸し出し
〇事業者向けリユース容器活⽤⽀援事業
テイクアウト⽤のリユース容器を導⼊する区内飲⾷店等に、
リユース容器の導⼊費⽤の⼀部を助成 ※イメージ



ワンウェイプラスチックの削減

ボトル対応型給⽔機の設置

マイボトルの普及を促進し、ペットボトル等の
ワンウェイプラスチックの使⽤を抑制

令和６年度、本庁舎を含めた区⽴施設内に増設
（計１５か所）し、給⽔スポットを拡充

ペットボトル削減量 CO２削減量
150,944本 4,981㎏

〇令和5年度（年間） 削減効果



ごみの減量
⾷品ロスの削減（家庭系）

①フードドライブ
家庭で使いきれない未利⽤⾷品を区内施設12
か所で受付け、区内の⼦ども⾷堂等に提供

②⾷べきりレシピ
⾷材を美味しく⾷べきるレシピをHP等で紹介

③⾷品ロス削減イベント
夏休み親⼦クッキング教室や講座等の開催

④啓発絵本
作成した紙芝居・絵本等を活⽤し、保育園・
学校での環境学習を⾏う

① ② 

③ ④ 



ごみの減量
⾷品ロスの削減（事業系）

①⾷べのこし０（ゼロ）応援店
区と⾷品ロスの削減に取り組む飲⾷店、
⼩売店等

②mottECO（モッテコ）事業
⾷べ残しの持ち帰りに関して普及・定着
を図る事業

③フードシェアリング「TABETE」
売り切れない商品を飲⾷店が出品し、消費
者が購⼊することで⾷品ロスを減らす取組

④てまえどりPOP
POPを作成し、区内セブン‐イレブンにて
掲⽰

① ② 

③ ④ 



リサイクルの促進
資源化の推進

①プラスチック資源化の促進
プラスチック使⽤製品廃棄物の分別回収に
向けた調査・検討、モデル実施

②「ボトルtoボトル」リサイクルの推進
回収したペットボトルの⼀部を再び
ペットボトルとして再⽣利⽤

③家庭からでる廃⾷⽤油の拠点回収
回収した廃⾷⽤油を再資源化事業者が
飼料・肥料・せっけん等にリサイクル

④新たな資源化の推進
収集した粗⼤ごみから⽻⽑布団を資源化

① ② 

③ 



意見討論

株式会社
セブン＆アイ・
フードシステムズ
サステナビリティ推進総括
マネジャー/環境部会長

中上冨之 山辺アリス渡部厚志
モデレーター

公益財団法人
地球環境戦略
研究機関 (IGES)

持続可能な消費と
生産領域
研究員

公益財団法人
地球環境戦略
研究機関 (IGES)

持続可能な消費と
生産領域

プログラムディレクター

金子さやか
杉並区
環境部

ごみ減量対策課



グループで
意見交換
感想を共有しよう（１回目）



グループ内で、

話の内容について

感想を共有しよう
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グループで意見交換

〇〇が
印象的
だったな

こんな
気づきが
あったな



かんたんに

自己紹介しよう
•お名前
•お住まいのエリア

82

意見交換の進め方

～～から
来ました、
〇〇です

STEP １



感想をふせんに
書き出そう

•印象的だったことは？
•どんな気づきがありました
か？ 記入する時間を数分とります。

83

意見交換の進め方

1人２枚
程度

STEP ２



ふせんに書いた
内容について、
一人ずつ共有し
ていこう

84

意見交換の進め方

STEP ３



１）1枚にひとつのことを書いてください

２）伝えたいことの意図がわかるように書いてください

ふせんに書くときのお願い

85

高齢化が進んでいて、

子ども達の遊べる場
もないので、

多世代で
集まれると良い

高齢化が
進んでいる

子ども達の
遊べる場が
ない

多世代で
集まれると
良い

緑
緑の木陰を
つくりたい



意見交換の約束

1. 様々な考えの人がいることを理解して、
話し合いましょう

2. なるべく多くの人が議論に参加できるように、
たくさんのことを言いたい時でも、ほどほどに

3. 全体の進行がスムースに行くように
協力をお願いします

86



意見交換
スタート！



休憩



質問
タイム



みどり
区内のみどりの価値を最大限
発揮させるために行政と区民
はどのように連携できるか？

テーマ



大場将国
特定非営利活動法人
NPO birth 事務局長

特定非営利活動法人
Green Connection
TOKYO 代表理事

佐藤 留美 山ノ下麻木乃島谷幸宏

モデレーター

IGES

生物多様性と森林領域
ジョイント・プログラム

ディレクター

熊本県立大学
特別教授

登壇者

杉並区
都市整備部
みどり公園課



「みどり」はあった⽅がいい！ でも、なんで？
気候変動とみどり
• 樹⽊はCO2を吸収して貯留（温暖
化防⽌）
• 温暖化の影響を和らげる

• 杉並区（都市）での⽣活と密接に関連
する「気候変動とみどり」

みどりは気候変動対策のためだけでは
ないのでは？ みどりの価値とは？
• 憩いの場、やすらぎ、癒し
• 学びの場、遊びの場、運動の場
• ⽣物のすみか、⾃然の恵み...

⼼豊かな⽣活に不可⽋なみどり
• みなさんにとってのみどりとは？
• 杉並区のみどりがどのようになったら
いいと思いますか？
• みなさんができることは？

（第１回会議江守正多さんの資料より）



パネリストの発表



グリーンインフラの導入
熊本県立大学
島谷幸宏



グリーンインフラとは

「グリーンインフラ」とは、自然環境が有する多様な機能（洪
水防御、水質浄化、生物の生息の場の提供、良好な景観形成、気
温上昇の抑制等）を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや
地域づくりを進めるもの。





樹冠遮断 １０－２０％

たとえば森林（洪水を防ぐ、土砂の流れを減らす、二酸化炭
素を蓄積する、酸素を作るなど）



河川のグリーンインフラ化



雨庭



ニューヨーク
2010年：合流式下水道エリアにおいて屋上緑化やその他緑化資材を用
いて雨水を集水する事を目的にしたグリーンインフラ計画（NYC
Green Infrastructure Plan）

2011年にはグリーンインフラ計画を推進するためのグリーンインフラ
オフィスが設立

2012年には環境保護局とニューヨーク州環境保全局が協力して合流式
下水道越流水の対策を推進しています。

2030年までに15億ドルを投資、不透水舗装面積の10%にあたる地表面
流出を段階的に削減する目標

https://www.nyc.gov/site/dep/water/green-
infrastructure.page





New York のグリーンインフラ



私たちは、道路とその目的について
の考え方を完全にリセットすること
を主張します。これは、道路が車両
の指定された領域であるという信念
からの逸脱であり、道路は公益の向
上をもたらすことができる共有の公
共資源であるという信念への転換を
表しています。





② 水循環管理のためのグリーンインフラ

雨：天から降ってくる
１時間に何ミリ？



気象庁リーフレット ⾬と⾵







250ｍｍ

地下水 低水流出

洪水流出

蒸発散

1500ｍｍ

250ｍｍ

1000ｍｍ
500ｍｍ

地下水

低水流出

洪水流出

蒸発散

1500ｍｍ

700ｍｍ

300ｍｍ

自然の状態 都市の状態

都市化すると水循環が変わる



都市化すると洪水が増える

⼭⼝⾼志, 吉川勝秀,⾓⽥学：都市化流域にお
ける洪⽔災害の把握と治⽔対策に関する研究, 
⼟⽊学会論⽂報告集(313), 75-88, 1981 

1/5 降⾬ 都市化によって5.8倍 シ
ミュレーション

1/50 降⾬ 都市化によって2.7倍 ⼤
栗川

鮏川登,北川善廣：都市化流域の洪水流出モデル. 土木学会論文
報告集,1982(325), 51-59,1982 



イギリス Suds（持続可能な排水）





下水管

雨水ます 道路

合流式下水道

洪水時川へ

処理場へ

都市の雨水は一旦すべ
て地下に潜る

雨水ます



下水管

雨水ます 道路

あまみず社会

洪水時川へ

処理場へ

都市の雨水は一挙に地
下に入れない

雨水庭

あま
みず
貯留

雨庭



バッハコンセプト 雨水と汚水の分離

•チューリッヒ市域内において、暗渠化（河川や水路を地下に埋
設すること）されていた小規模河川を再び地上に開放し、元の
流路へと再生させようとする事業
•合流式下水道を分流式とし、雨水を開放する



１０８km

自然
64km

オープン化
34km

暗渠
10k
m

バッハコンセプトによる
オープン化が完成
18km

今後オープン化 16km

再活性化 3km







雨庭
屋根などに降った雨水を下水道に直接放流するこ
となく一時的に貯留し、ゆっくりと地中に浸透さ
せる構造を持った植栽空間

©⽥浦扶充⼦



降雨時の水深の変化

越流が開始する⽔深

流⼊
⾬庭内の⽔深

2023年4月5～8日 64.25mm 時間最大11.6ｍｍ 流出なし

貯留に⽐べて浸透効果は継続して発揮される
120©⽥浦扶充⼦



島谷宅 雨庭1号、2号



2024年 島谷家 雨庭 浸透能

１号 270ｍｍ/ｈ
２号 155ｍｍ/ｈ



１号



79ｍｍ 2024/04/03 10：35：40 56ｍｍ 2024/04/03 10：40：37

浸透能 270ｍｍ/ｈ

33ｍｍ 2024/04/03 10：45：47



２号



166ｍｍ 2024/04/03 10：46：42 184ｍｍ 2024/04/03 10：39：46

浸透能 155ｍｍ/ｈ



③ モデルエリアの設定

•小さな集水域を対象にグリーンの政策を面的に投入し、その効
果を図る

•縦割りを打破する

•選定の基準
ü 地元の協力が得られる
ü グリーンインフラによる解決すべき課題が明確
ü 効果の測定が容易（適切な規模）
ü アピール度がある



• コンクリート三面張り

• 深さ３mほどの垂直護岸（アクセスできない）

• 水質が悪い

• 洪水が頻発する

• 屋敷林の減少

• 善福寺池の環境劣化

善福寺川流域の課題



• GI技術は洪水が発生するような豪雨に対しても非常に大きな流出抑制効果がある．

• CSOは元々5分間に約1.25mmの雨が降った場合でも，発生しており，０にする
ことは厳しいが、発生回数と量を大幅に減らすことができる．

0

50000

100000

150000

200000

無対策 対策後

浸
水
量
（
㎥
） ９８％カット

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

無対策 対策後

C
S
O
量
（
㎥
）

74%カッ
ト

流出（洪水）抑制 CSO抑制

九州大学の善福寺エリアグリーンインフラ・
シミュレーション結果



善福寺グリーンインフラ・モデルの基本的な考え方

●住宅地、既存緑地で雨水を浸透貯留し、敷地から流出する雨水はあめ路地に流す
●グリーン道路で浸透貯留を行い、流出する雨水はあめ路地に流す

●あめ路地に流した余剰水は、善福寺池のスポンジ湿地に導き、チリや汚れを取る

●エコトーン湿地でろ過された水を環境用水水源として善福寺上池に流入させ、善福
寺上池の水を浄化する。

●遅野井川の再生区間の延伸、地下水の増加

グリーン道路

あめ路地

あめ路地
エコトーン湿地

善福寺上池

雨水
タンク

あめにわ



善福寺グリーンインフラモデルエリアプラン(上池エリア）

屋敷林、畑地、緑地の保全・ネットワーク

グリーン住宅・あめにわ



善福寺グリーン道路（等高線に
沿った道路）

通常は歩道として利用。
砂利層の飽和能を越えると
小川として流下。
→あめ路地へ

植栽ますは道路の1/3に配置。
車の速度を落とす＋貯留浸透＋緑陰創出



善福寺あめ路地（坂を下りる、谷地道路）

イメージ
野川はけ小路

砂利層の飽和能を越え
ると小川として流下
→善福寺池へ

路地のアスファルト
の一部をカットして
浸透側溝に



善福寺上池エコトーン湿地

善福寺池下池造成以前の昭和10年代の湿地景観
（皇都勝景 1940 東京府風致協会連合会）

GOWANUS CHANAL SPONGE PARK（NY）

運河

道路

スポンジパーク



南稜⾼校⾬庭

費用（予定）
約5～10万円（重機使用な
し、植栽・石材費用のみ）

大きさ
広さ15.3㎡（3.4m×4.5ｍ）
深さ0.2m

工事期間
2日

集水範囲
校舎の屋根17.27 ㎡に降った
雨を雨どいから集める



熊本県⽴南稜⾼校 学⽣の⾬庭
透水性・保水性を高める工夫

【⼟壌改良】⽯灰の混ぜ込み、腐葉⼟、おがくず
度々⼿⼊れをしていることが良い？
⾬が溜まりにくく、浸透していくスピードも速くなっている
もともとの⼟が県⼤の⾬庭ほど固くない

136



肥後銀⾏免⽥⽀店プランター型⾬庭

13
7

Ø ４⽉１５⽇、五⽊村森林組合、南稜⾼校、熊本県⽴⼤学協働の下、プランター型⾬庭を設置。
Ø 効果測定を⾏ったうえで、五⽊村⼭村活性化協議会で規格製品化し、販売普及・設置拡⼤に繋げる。
Ø 産学連携し、地元森林組合と連携した持続可能な産業の創⽣を⽬指す。

「天然葉がらし乾燥材」で製作、⼀部
間伐材を使⽤することで、環境に配慮
した製品化を実現

五⽊村⼭村活性化協議会と連携し、
誰もが組み⽴て易いプランターキット
を開発

南稜⾼校と連携することで、次世代を
担う⼈材の教育ならびに地域へのPR
効果が期待できる

県内のSDGsに関⼼が⾼い⾃治体・企業・その他団体への啓蒙・普及



球磨地域振興局における“雨庭”整備

【概要】

「⼯事前(R4.8)」 「⼯事後(R5.3)」

〇屋根からの集水に加え、敷地内の道路に降った雨の一部も集水し、留・浸透させる県内初の構造。

★整備箇所
進入路左側の植樹帯 約３３㎡

★工事期間
令和５年２月２０日～３月６日

道路排水

屋根排水

②

③

2

①

③

②



以上



みどりのチカラは
まちの⼒︕

〜グリーンインフラを活かしたみどりのまちづくり〜
 

佐藤 留美
NPO法⼈ Green Connection TOKYO代表理事
NPO法⼈ NPO birth 事務局⻑

2024年4⽉20⽇
杉並区気候区⺠会議

まちに地みどりマップ



今夏もきっと
 

暑い



今夏もきっと
 

暑い



 

みどりがあれば  



 

みどりがあれば  
 

涼しく過ごせる︕  



出典：都市型スローライフ https://takaofficial.jp/



出典：都市型スローライフ https://takaofficial.jp/

みどりの
カーテン



Power of Green 

新鮮な食べ物を
供給する

地域の文化・観
光の拠点となる

クリーンエネルギー
を創出する

©Green Connection TOKYO

みどりのチカラ＝グリーンインフラ



出典：すぎなみ学倶楽部
https://www.suginamigaku.org/2019/06/flood-measures.html



© 飯田晶子（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻主幹研究員）



© 飯田晶子（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻主幹研究員）



© 飯田晶子（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻主幹研究員）



© 飯田晶子（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻主幹研究員）



© 飯田晶子（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻主幹研究員）



© 飯田晶子（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻主幹研究員）



地域⽣態系のネットワーク

シームレスに

みどりで

まちをつなぐ

災害を防ぐ

みどりの防波堤

ニューヨーク
公園・緑地をつなぐ都市のグリーンライン



 

社会問題の解決⼿段として

みどりのチカラ
＝グリーンインフラが

期待されている   



Power of Green 

新鮮な食べ物を
供給する

地域の文化・観
光の拠点となる

クリーンエネルギー
を創出する

©Green Connection TOKYO

みどりのチカラ＝グリーンインフラ



©NPO birth

みどりのチカラをまちづくりに活かす︕



ʻみどり＆オープンスペースʼの価値を⾼める

まちに地みどりマップ © NPO birth

⾃然・ひと・まちが元気に︕
－Well-beingなまちづくり－

みどりを
楽しむ

みどりを
育てる

みどりを
活かす



https://parismag.jp/paris/10742

パリの街⾓で

畑仕事︖︕
パリ市⺠に⼤⼈気︕

パリ
2030年までに欧州で最も緑な都市へ転換 



杉並区のみどり

農園

校庭

公園

庭

社寺林

ベランダ

施設

大学

屋敷林
園庭

霊園

社寺林

公園

校庭

社寺林

水辺

公園

屋敷林 農園

庭

集合住宅

庭

公園

街路樹



暮らしの質
向上

Community

環境資産
の継承

Ecology

地域経済の
活性化

Economy

農地
雑木林

校庭

街路

公園

崖線 企業緑地

森林

庭

社寺林

産 官

⺠学

空閑地 広場

水辺

ベランダ

施設

みどりのチカラを
まちづくりに活かす

「みどり×まちづくり」の⽬標

©Green Connection TOKYO



出典：中瀬幼稚園WEBサイト https://nakase.ed.jp/

屋敷林が園庭の幼稚園＠下井草



出典：中瀬幼稚園WEBサイト https://nakase.ed.jp/

屋敷林が園庭の幼稚園＠下井草



 

【参考資料】



緑農住まちづくりハンドブック

⼤学提案事業（東京都）
新しい『緑農住まちづくり』事業（東京⼤学⼤学院⼯学系研究科都市⼯学専攻 横張真教授）



WHO Europe/Urban green spaces: a brief for action

都市緑地︓実践のためのガイドブック（世界保健機構 ヨーロッパ）
＊World Urban Parks Japanが⽇本語訳を作成→



あたらしい ⽣活の様式と みどりの処⽅箋

ランドスケープ経営研究会（LBA）
（⼀社）公園からの健康づくりネット



み ど り を 活 か す

都市の基盤を整える
－ す ぎ な み の み ど り －



杉並区みどりの基本計画

改定中

みどりを
・守る
・創る
・つなげる
・育てる
・質を高める

現計画の⽅針は…

緑被率 21.99%（目標25%）

公園の整備 31.8ha→126.6ha（+94.8ha）
[昭和45年→令和4年]

など

進捗状況は…

出典：杉並区みどりの基本計画（平成22年5⽉）／杉並区みどりの実態調査（令和4年度）



相
続
が
大
変

維持
費が
大変

近所の理解が…
屋敷林などの所有者

上井草駅
上井草駅 上井草駅

緑被率：24.02％ 緑被率：21.99％
▲2.03％
（▲69.1ha）

区の取組に加えて、区民の協力が欠かせない！
屋敷林所有者や、公園利用者、子どもたちなど、区民意見を聴きながら改定中！

（令和6年度中に改定予定）

昭和22-23年頃 昭和47年 令和4年



約2割がみどりで
覆われている
樹⽊、草地、農地、屋上緑化で覆わ
れた緑被地が区域⾯積に⽰す割合
（緑被率 21.99%）

出典：杉並区みどりの実態調査（令和4年度）



みどりを
活かす

水害対策

雨水利用

地下水・水質
ヒートアイランド

ＣＯ２

景観

生物多様性

環境教育

健康・福祉

コミュニティ

魅力向上



約8割が
構造物等で
覆われている
緑被地以外の、裸地・⽔⾯・建物・
道路等で覆われた区域⾯積に⽰す割
合（78.01%）

▼
ヒートアイランドや
⽔害リスクが⾼まる

出典：杉並区みどりの実態調査（令和4年度）



2050年頃までに
気温が1.5～2度程度上昇

集中豪雨の発生回数が
増加している



凡    例

市街地

自然地（田畑等）

神⽥川流域の市街化率は97%
→⾃然地だけでは対応できなくなっている

平成15年（市街化率約97％）昭和20年代初期（市街化率約60％）



都市の基盤
を整える

水害対策

雨水利用

地下水・水質
ヒートアイランド

ＣＯ２

景観

生物多様性

環境教育

健康・福祉

コミュニティ

魅力向上



都市の基盤
を整える

みどりを
活かす

グリーンインフラ

都市の基盤
を整える



各施策における基本的な役割分担
出典：東京都豪⾬対策基本⽅針（令和5年12⽉）

公共⽤地での
取組推進が不可⽋

区道の透⽔性舗装化（年間3,000㎡→6,000㎡へ）
私道の透⽔性舗装化（年間600㎡→1,000㎡へ）
公共施設の⾬⽔流出抑制対策（基準値の5割増へ）

河川・下⽔道・調節池等の整備
▶都の役割

▶区の役割

気候変動への対応
気候変動に伴う1.1倍の降雨量に対応
（目標降雨を都内全域で＋10ミリ）
都内全域で気候変動を踏まえた年超過確率1/20相当
（降⾬量変化倍率1.1倍を想定／区部の場合85mm/h）



⾬を浸透させる取り組み
公園や学校は草地や植栽地、校庭に多くの⾬が浸透する「グリーンインフラ」です。地⾯を覆う
ブロックや舗装は透⽔性にすることで⾬⽔を浸透させます。さらに、浸透ますや浸透トレンチ等
などの設置により、⼤⾬を⼀時的に貯留し、ゆっくり浸透させ、川の氾濫を防ぎます。

浸透ます

浸透トレンチ等

▲井荻⼩学校の校庭 ▲⾺橋公園の拡張部



公共⽤地だけでは
⽬標は達成できない

⺠有の宅地が約6割を占めている
令和4年度における杉並区の宅地率は71.1%で
あり、そのうち⺠有の宅地（住宅⽤地・商業⽤
地・⼯業⽤地）は全⼟地の62.6%を占める。

出典：すぎなみのまちの動き−⼟地利⽤現況調査結果の分析−（令和6年3⽉）

! "咩$

構槌槀槇榲*俈咩$構槀槊榲

-俈咩$槅槀槃榲

戊俈咩$槃槀槃榲

公共用地 !"#$

公園用地 #"%$

道路・交通用地

&!"&$

農用地 &"'$

屋外利用地等 #"($ 自然用地)*("+$

宅地 %&"&$
・民有,'",$
・公共!"#$

非宅地
'!"+$

出典：東京都豪⾬対策基本⽅針（令和5年12⽉）

⺠有地での
取り組みも不可⽋



⾬⽔流出抑制施設の設置助成
住宅の建て替えなどの際の⾬⽔浸透ます、⾬⽔浸透トレンチ管、⾬⽔貯留タンクの設置助成を
⾏っています。



家づくり・まちづくりでの取組
これまでの流域対策の強化に加え、⾃然の持つ⼒を活⽤したグリーンインフラ等の取組につい
て、区⺠との対話の中で議論を⾏い、専⾨家の知⾒もいただきながら検討を進めていきます。

▲⾬庭（区内での施⼯例）

流域での治⽔対策を含む
グリーンインフラの推進

▼

区⺠とともに
議論する場を設ける予定
（夏頃から実施予定）



みどりを守る取組
杉並のみどりの約７割を占める⺠有のみどりを守るため、屋敷林などを区が借り受け、整備した上で
区⺠に開放する「いこいの森」(市⺠緑地）の設置を推進するとともに、保護指定制度の⾒直しを⾏い
ます。

▲⼭葉名（やんばな）いこいの森（平成25年度開設） ▲保護樹⽊（貴重⽊：モチノキ等 平成１２年度指定）



みどりとひとを結ぶ取組
みどりのベルトづくりやみどりのリサイクルを通じて、地域の⽅が楽しみながらみどりを守り増や
す活動の輪を広げることで、⾃分の⾝の回りにあるみどりに関⼼を持ってもらう機会をつくります。



特定非営利活動法人
NPO birth 事務局長

特定非営利活動法人
Green Connection
TOKYO 代表理事

佐藤 留美 山ノ下麻木乃島谷幸宏

モデレーター

IGES

生物多様性と森林領域
ジョイント・プログラム

ディレクター

熊本県立大学
特別教授

大場将国
杉並区
都市整備部
みどり公園課

意見討論



グループで
意見交換
感想を共有しよう（２回目）

自己紹介を
のぞいて
１回目と
同じ進め方
です



休憩
ストレッチで
リラックス
しよう



質問
タイム



交通
カーボンニュートラルの実現に
向けて、車中心なまちづくりから、
徒歩・自転車や新しいモビリティを
活かしたまちづくりに、どのように
移行していくか？

テーマ



尾田謙二
特定非営利活動法人
自転車政策・
計画推進機構
理事長

古倉宗治 片岡八束三重野真代

モデレーター

IGES

都市タスクフォース
プログラムディレクター

東京大学
公共政策大学院

交通・観光政策研究
ユニット特任教授

杉並区
都市整備部
交通企画担当

登壇者



パネリストの発表



気候変動にあわせて、交通はどう変わっていくべきか
〜海外の事例を参考に〜

東京⼤学公共政策⼤学院 交通・観光政策研究ユニット 特任准教授
（⼀財）運輸総合研究所 客員研究員 三重野真代

2024年4⽉20⽇
杉並区気候区⺠会議



⾃⼰紹介
三重野 真代（みえのまよ）

京都⼤学経済学部卒業、
ロンドンスクールオブエコノミクス 都市政策修⼠
2003年 国⼟交通省⼊省

総合政策局環境政策課 課⻑補佐
2021年〜 東京⼤学公共政策⼤学院 交通・観光政策研究ユニット

特任准教授
2022年〜 （⼀財）運輸総合研究所 客員研究員

※⼈と多様なモビリティが共⽣する安全で⼼ときめくゆっくりを軸としたまちづくり調査



195

交通は気候変動の重要分野

出典︓全国地球温暖化防⽌活動推進センターHP出典︓国⼟交通省HP
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どの交通機関から多くのCO2が出るのかな︖

出典︓国⼟交通省HP



197

運輸部⾨削減の主要ターゲットは⾃動⾞

出典︓全国地球温暖化防⽌活動推進センターHP

出典︓国⼟交通省HP

国内⾃動⾞保有台数の推移



198

交通⾏動を気候変動に適応させるステップ
①Avoid︓避ける

⾃動⾞による不要な交通・物流を避ける
（徒歩圏内のお店に⾏く、配達を頼まない地産地消）
↓避けられない交通
②Shift︓変える

交通⼿段を変更する（⾃動⾞から電⾞バスに）
↓交通⼿段が変更できない交通
③Improve︓改善する

⾞両や燃料をCO2排出しないものに改善する
運転を環境に良いものに改善する

出展︓オーストリアモビリティマスタープラン2030

出展︓Austriatech資料



199

電動化のメリットは脱炭素だけではない

静か 匂いがない 空気が清潔

地産地消もできる

出展︓株式会社タダノHP



200

交通⼿段は様々な要素の合計値として決まる

わたしの希望

じゃあ、今回はこれを使おう︕

道路など
インフラ環境

バスや鉄道などの
交通サービス

選択肢

近く︖遠く︖ 何⼈で︖ 荷物は︖ 予算︖ 急ぎ︖
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⾃動⾞に対する反省。⾃動⾞からまちを取り戻す

中⼼部での⾃動⾞インフラを減らす。

出展︓ナントメトロポールガイドブック



●「時速30kmのまちでは⿃の声が聞こえる」
道路交通は、 ⾸都の騒⾳の第 1 の原因であり、騒⾳公害は、⼤気の質
に次いで病気の第 2 の環境 原因でもあります。
騒⾳に過度にさらされると、聴覚障害、不眠症、学習障害、集中⼒障
害を引き起こし、⼼⾎管リスクを⾼める可能性が
あります。したがって、これは公衆衛⽣の問題です。
Ville 30 は、状況を改善するための重要な⼿段です。

⼦供、ベビーカーを持った親、⾼齢者、事故の犠牲者、⾝体の不
⾃由な⼈、⾃転⾞、ローラーブレード、歩⾏者など、誰もが都市
に⾏く権利があります。⾃動⾞の責任ある使⽤は、特に適度な速
度のおかげで、条件です。

●みんなを尊重する街へ

●商業の活性化

●⾃動⾞以外のモビリティの移動が容易になる
⾃動⾞の速度が低下すると、特にサイクリストの移動速度が速くな
るため、⾃転⾞の移動が容易になります。⼀⽅通⾏の道路での双⽅
向のサイクリングの確⽴により、迂回路に関連する制約が制限され
ます。

●⽣活の質の向上

202

Ville 30「ゆっくりのまち」
Ville 30 「時速30kmのまち」

出展︓VIlle30 HP出典︓Cerema
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フランスの道路速度の考え⽅
出会いの空間
（歩⾏者優先空間） ・誰もが同じ空間を共有するにぎわいの空間

空間のコンセプト 設定される主な空間

・道幅が狭い、事故が多い

出典︓Cerema資料
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まちのために、交通は規制される

⽬標 アクション
空気品質の改善 低排出ゾーン、 歩⾏者専⽤ゾーン
混雑の回避 市内料⾦、交通制限ゾーン、スーパーブロック、交通

ルーティング、歩⾏者専⽤区域
歴史ある都市中⼼部の
保存

交通制限区域、歩⾏者専⽤ゾーン

気候危機の緩和 ゼロエミッションゾーン、低排出ゾーン、歩⾏者ゾー
ン

騒⾳公害の軽減 歩⾏者専⽤ゾーン、交通制限ゾーン、スーパーブロッ
ク、貨物の通⾏のみ⼀時的に許可

安⼼・安全な輸送体制 歩⾏者専⽤ゾーン、スーパーブロック、貨物の通⾏の
み⼀時的に許可

公共空間の再配分 歩⾏者専⽤ゾーン、交通制限ゾーン
国⺠の収⼊の増加 シティグレード
⽣活の質の向上 それらすべて

Urban Vehicle Access Regulations︓環境区域マネジメント
（都市部の⾞両通⾏規制）

出典︓Critʼ Air 出展︓Austriatech資料
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①⾃動⾞以外の多様なモビリティ（交通⼿段）を増やす
→アクティブモビリティ（動⼒を使わないモビリティ。徒歩も含まれる）、EVモビリティ

②多様なモビリティが⾛⾏しやすい／歩きやすい空間・道路環境
→モビリティ同⼠が共⽣できる・⾃動⾞より多様なモビリティが優先される低速道路の空間、各モビリティの専⽤空間

③ゆっくりに関する意識や多様なモビリティが共⽣する意識
→⾃動⾞ユーザーも︕

モビリティの活⽤は、道路環境、意識と３セット
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交通からの「もっと気候変動・もっと⼼ときめく」まち
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じゃあ、杉並区は︖

鉄道, 29.6%

徒歩, 38.2%

⾃転⾞, 

18.2%

⾃動⾞, 

8.8%

バス, 4.0%

不明, 0.6%
バイク, 

0.4%

その他, 

0.3%

杉並区提供資料より筆者作成

19.5ｍ以上
2%

13.0ｍ以上
4%

5.5ｍ以上
17%

5.5ｍ未満
77%

令和４年杉並区⾞道幅員別（延⻑／ｍ）杉並区交通⼿段別トリップ数
（私事）
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地球問題も解決する・区⺠課題も解決する・もっと⼤好き杉並区にもつながる︖

区⺠の移動を⽀える地域交通全体のイメージ図

５⽉から
始まるよ︕



徒歩と共存できる

自転車を活用した未来の杉並区
～脱炭素と健康増進を無料で

実現できる社会～

第二回杉並区気候区民会議
2024年4月20日

NPO法人自転車政策・計画推進機構
古倉 宗治

209

杉並区自転
車活用推進
計画2024.4
策定



脱炭素=国民にとって重要課題
2021年度日本CO2総排出量10.6億t

〇家庭等からの排出 家庭部門1.56億ｔ+
自家用乗用車0.82億ｔ=2.38億ｔ(22.4%)

2021年度家庭からのCO2排出量
3.7t(世帯当たり・用途別)

〇家庭部門最大の66%削減 (⇔全体46%) (地球温暖化対策計画2021年)

〇経済的(お金をかけない)+健康的(生活習慣病防ぐ)+時間的(区内時間短縮)
を同時に達成しつつ 区民が大きく寄与可能な方法⇒自転車の活用 210

出典 国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量」
(温室効果ガスイベントリーオフィス「日本の温室効果ガス排出データ確報値より国交省環境政策課作成 

出典：国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィスウェブサイト



脱炭素を健康・経済の同時無料達成

1 ポイント10倍の日(100円5ポイント) 片道3km×往復 ガソリン代64円+
医療費288円=352円節約 車7,822円以上の買物でしか元が取れない

2 自転車=身体活動 (運動)になる 48円/km×3km(自転車12分)×2=288円

3 自転車で通勤=雨の日、距離、坂道、事故可能性が課題

4 自転車で買物=雨の日、距離、帰りの荷物、坂道、事故可能性が課題

5 クルマは環境負荷と運動回避 一般家庭CO2の1/4クルマ+成人の運動不足

6 杉並区=半径3km強ほとんどの公共施設・商業施設・職場を自転車カバー12分

1 正確なデータで判断して自転車活用の実現

2 脱炭素と健康を家庭から無料で実現

3 徒歩と共存する自転車利用を実現

〇自転車での解決策 3つの切り口

211

〇自転車で買物や通院など日常用務が簡単にできてしまうまち～杉並区

出典 医療費削減は、⾃転⾞総合研究所「⾃転⾞の活⽤による⾃動⾞依存型地域社会の転換⽅
策に関する調査研究」2021.9により、⾃転⾞利⽤すると48円/km削減されると試算(国⼟交通省
都市局「健康・医療・福祉のまちづくり推進ガイドライン」90ページを活⽤して試算)、ガソ
リン代は国⼟交通省「⾃転⾞燃費⼀覧」を参考に1500ccクラス15km/l 1リットル160円換算
⼆酸化炭素排出は公益財団法⼈交通エコロジー・モビリティ財団2021年版運輸・交通と環境よ
り133g/kmとして計算。

〇自転車で行く目的施設(買物、
通勤・通学、通院、公共施設など)

出典 「杉並区自転車ネットワーク計画」2017年p16



自転車のメリット(脱炭素生活習慣病)
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出典 杉並区自転車活用推進計画p6

〇様々な生活活動の相対的な削減量
の比較=クルマ10分で多大な効果

「1日10分クルマ」=旅行速度20km/h=3333ｍ⇒自転車13
分(片道6.5分)でカバー

CO2排出削減効果

出典 国土交通省;運輸部門における二酸化炭素排出量(令和５
年５月）に基づき作成された「兵庫県自転車活用推進計画」

生活習慣病の予防効果(免疫力・
精神・ストレス解消)

〇区民の運動欠如と欠如理由(時間ない)

運動習慣の不定着の理由
①仕事(家事・育児等)忙
しくて時間なし 38.1%
➁面倒くさい 27.6%
③特にない 20.2%
④年をとった 18.2%
⑤病気やけが 11.3%
 
 

自転車通勤や通学⇒
追加の時間が不必要
追加の費用が不必要

出典 杉並区自転車活用推進計画p8

出典 杉並区自転車活用推進計画案p11
杉並区生活習慣行動調査報告書2021.2

出典 厚生労働省「令和元年国民健康・
栄養調査結果の概要」



自転車のメリット(経済医療費時間)
自転車での通勤・買物のメリット

注1　通勤は平日年間243日とし、買物は週2回行くことを想定して、年間
104日として計算。

注2　ガソリン代金は国土交通省「自転車燃費一覧」を参考に1500ccクラ
ス15km/l 1リットル160円として換算

注3　医療費は、自転車総合研究所「自転車の活用による自動車依存型地
域社会の転換方策に関する調査研究」2021.9により、40歳以上自転車利用
すると48円/km削減されると試算(国土交通省都市局「健康・医療・福祉の
まちづくり推進ガイドライン」90ページを活用して試算)

通勤の距離
〇ガソリン
代の節約(往
復)

〇年間のガ
ソリン代の
節約

〇医療費の
節約額(40歳
以上)

〇医療費の
節約額(40歳
以上)

〇二酸
化炭素
削減量

2ｋｍ 43円/日 10,449円/年 192円/日 46,656円/年 126.0

3ｋｍ 64円/日 15,552円/年 288円/日 69,984円/年 189.1

4ｋｍ 85円/日 20,655円/年 384円/日 93,342円/年 256.9

5ｋｍ 107円/日 26,001円/年 480円/日
116,640円/

年
324.8

買物の距離
〇ガソリン
代の節約(往
復)

〇年間のガ
ソリン代の
節約

〇医療費の
節約額(40歳
以上)

〇医療費の
節約額(40歳
以上)

〇二酸
化炭素
削減量

2ｋｍ 43円/日 4,472円 192円/日 19,968円/年 55.3

3ｋｍ 64円/日 6,656円 288円/日 29,952円/年 83.0

4ｋｍ 85円/日 8,840円 384円/日 39,936円/年 110.7

5ｋｍ 107円/日 11,128円 480円/日 49,920円/年 138.3

表6　買物(自転車)の経済的・脱炭素メリット

通勤(自転車)の経済・脱炭素のメリット

時間的に速いメリット(所要時間が短い)

出典 小川ら「地方

都市における自転車

利用促進のための有

効な距離帯に関する

地域比較分析」土木

学会論文集D3 (土木

計 画 学 ), Vol.68,

No.5, 2012.

注「大都市中心部」

は、京都市中京区、

「大都市郊外部」は、

京都市向日市、「地

方都市」は、滋賀県

草津市を想定

大
都
市
郊
外
部

大
都
市
中
心
部

(0.46-4.93km)

(0.46-4.26km)

地
方
都
市
部

(0.46-3.71km)

単位kg

単位kg
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コンパクト杉並区=15分都市の可能性
1 パリ2021-26
年自転車計画

どこでもだれでも危険を感じること
なく自転車を利用できる都市

2 アンヌ・イダ
ルゴ市長15分
都市

パリはクリーンで
健康な自転車を採用
100%自転車フレンド
リー(全空間・全住民)

3 パリ15分都市
の現実性 面
積106km2

東京23区の1/6 半径5.8km250m/分
のママチャリで23分(スポーツ型の

自転車より早い)・保有率32%69万

低い+自転車道1224km (2030)/1459km84%

5.8kmママチャリ23分 15分都市
速度の出せる自転車と自転車道

1 2024-30自転
活用推進計画

人と環境にやさしいまち
自転車の魅力に気づき、活
用し、未来を創る

2 岸本聡子区長
23区で一番自
転車に乗りや
すいまち

コンパクトでア
クセスしやすい
災害、渋滞緩和、
静謐メリット大

3 杉並15分都市
の現実性 面
積34km2

東京23区622km2の5.5%
半径3.3km ママチャリで
13分強・保有率63%37万台

⇔走行空間54.2km/688km7.9%
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東西7.5km
南北7.2km
面積34km2
半径3.3km



徒歩と共存できる自転車活用と事故
1 車道が原則 車道より歩道が事故が多い14%⇔9% しかし恐怖感

2 歩道は例外 歩道はクルマ及び歩行者を重視 車道寄り徐行

3 ネットワーク街路 交差点の一時停止と左側通行の厳守 細街路の活用

4 電動アシスト ふらつかない⇒一時停止・徐行容易 距離も1.6倍

5 ルール遵守醸成 自転車がレスペクトされる運転 クルマや区民

6 ヘルメット利用 ルール守った運転を象徴 自らの安全

死傷者／
10万人

自動車
乗車中

自転車
乗用中

クルマ／
自転車

20～24歳 276.0 80.7 3.4

25～29歳 310.7 62.5 5.0
30～34歳 303.0 57.3 5.3

35～39歳 275.6 53.7 5.1
40～44歳 261.3 47.0 5.6

45～49歳 238.9 42.0 5.7
50～54歳 233.1 46.0 5.1

55～59歳 204.2 45.1 4.5

合計(全年齢) 170.0 54.3 3.1
出典：警視庁交通局「令和４年中の交通事故の発生状況」表2-

3-1より抜粋

死者／
10万人

自動車
乗車中

自転車
乗用中

クルマ／
自転車

20～24歳 0.85 0.22 3.8

25～29歳 0.41 0.08 5.2
30～34歳 0.38 0.08 5.0

35～39歳 0.39 0.18 2.2
40～44歳 0.43 0.07 5.8

45～49歳 0.49 0.11 4.4
50～54歳 0.61 0.21 2.9

55～59歳 0.51 0.19 2.7

合計 0.69 0.27 2.6
出典：警視庁交通局「令和４年中の交通死亡事故の発生状況及び

道路交通法違反取締り状況等について」表2-3-1

乗用中死傷者数(人口10万人当たり)及び倍率(20-59歳) 乗用中死者者数(人口10万人当たり) 及び倍率(20-59歳)

215参考 宇都宮市民アンケート調査 回答者1週間当たりの移動の平均距離と距離 自転車15km・1時間 、自動車20km・1.2時間、徒歩5.9km・1.2時間、 

歩道事故の59% 同 13%



自転車活用の二大バリアーの軽減

〇雨の日(1mm超の本格的な雨)
世田谷区観測点(杉並区観測点なし)
2021年 年間平日243日のうち、
朝通勤時間帯で雨量1mm超は16日6.5%
雨量1mm超継続1時間超は 11日4.5%

〇雨で通勤に大きな支障が出る日は1
か月に1－2回

〇自転車通勤者の雨の日(茅ヶ崎市N=61)

①(雨の日)ポンチョ着用した通勤率
55.7%
②その他も代替交通手段(自家用車28%
バス16%) で実際に通勤している
③通勤距離 中央値6.0km(平均9km)
自転車通勤者平均2.5km10分

雨の日 距離 (日常の目的地は自転車の範囲)

栃木県宇都宮市 東京都八王子市

目的地
回答者
数

自転車
でカ
バー可
能な人

自転車
のカ
バー割
合

自転車
でカ
バー可
能

計
自転車の
カバー割

合

買物 385 260 67.5% 135 177 76.3%

通勤 242 114 47.1% 42 75 56.0%

通院 79 48 60.8% 37 62 59.7%

子供送
迎

59 23 39.0% 10 13 76.9%

通学 20 16 80.0% 5 9 55.6%

その他 42 21 50.0% 15 20 75.0%

計 1071 616 57.5% 313 456 68.6%

茅ヶ崎市通勤者(N=196) 52.6%は可能性あり
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神奈川県茅ヶ崎市

目的地
自転車でカ
バー可能の人

回答者数
自転車のカ
バー割合

買物 32 36 88.9%

通勤 103 196 52.6%

宇都宮市57.5%、八王子市68.6%%は可能性あり

出典 出典 古倉ら「自転車での移動可能な距離における自転車利用の可能性」2020第
61回土木計画学研究発表会 宇都宮市民アンケート548人回答結果・公財アーバンハウ
ジング 「まちづくりにおける自転車活用の可能性に関する研究」その1(八王子市分)

自転車政策・計画推進機構「自転車通勤拡大による脱炭素・健
康増進社会同時実現のための実証実験と普及浸透事業」2024.3

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

0日 1日 0日 1日 0日 1日 2日 0日 2日 1日 1日 2日



ハード+ソフトの施策3本柱で未来を
1.走行空間ネットワークの整備
短距離型=駅中心で駅前へのアクセス中心
=広域的・直行的に対応+専用空間が必要

2.自転車の教育=パリでは最重視

自転車教育の3本柱
①自転車のルールの教育=ルールの根拠・事故実態
を具体的に説明+ドライバーに対する教育
②自転車のメリットの教育=具体的なデータに基づ
き、自転車活用の必要性の根拠の説明
③自転車の運転方法の教育(交差点・単路の説明)

右
側
通
行
の
危
険
性

歩
道=

車
道
寄
り
徐
行
の
義
務

出典 「杉並区自転車ネットワーク計画」2017年3月杉並区p41

交
差
点
の
運
転
方
法

3.電動アシスト自転車の普及

①距離の拡大 普通より1.6倍

②快適の拡大 荷物や坂道が楽

③安全の拡大
(事故率半分)

ふらつき小、一時
停止履行、夜点灯

217

出典 「杉並区自転車ネットワーク計画」2017年3月杉並区p51



杉並区 都市整備部 交通企画担当



この３年で、２つの計画を策定︕︕
（区の現状・課題・ビジョン・施策・取組み等をお⽰ししています。）

219

https://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/seisaku/gyousei/bumon4/1087386.html https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/092/777/zitennsyakeikaku.pdf
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17％

昨年度改定した
「総合計画・実⾏計画」

に反映

杉並区地域公共交通計画の「５つの⽬標」より

杉並区地域公共交通計画より

杉並区内の⼆酸化炭素排出量の変化

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」算定値より作成

新規



・鉄道︓東⻄⽅向に５路線
（南北⽅向には、鉄道なし）

・バス︓79系統
（＋ 南北バスすぎ丸３路線）
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そもそも、杉並区の交通って、どうなっているの︖



杉並区地域公共交通計画より

通勤は、
都⼼への移動

が７割

私事では、
区内移動が6割

私事では、
徒歩移動が４割、
⾃転⾞移動が２割
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杉並区地域公共交通計画より
223

送迎が多い

買物が多い



東京都環境局環境改善部⾃動⾞環境課からの提供資料
224

都内他⾃治体との⽐較

【代表交通⼿段】
いくつかの交通⼿段を乗り換えた場合、
その中の主な交通⼿段。
集計上の優先順位は、鉄道、バス、⾃
動⾞、⼆輪⾞、徒歩の順。
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東京都環境局環境改善部⾃動⾞環境課からの提供資料
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東京都環境局環境改善部⾃動⾞環境課からの提供資料



58%
35%

5% 1%
1%

杉並区は「交通の便」が良いか︖
良い まあ良い あまり良くない 悪い 無回答

令和５年11⽉ 杉並区区⺠意向調査 区政に関する意識と実態より

区⺠の93％が
「便利」と回答

227
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2024問題

2種免許保有者の減少

苦しいバス事業者等

公共交通の利⽤控え 昨今のライドシェア

今年2⽉に実施した区調査結果より

⺠間事業である公共交通
（原則独⽴採算）

運賃の改定



年齢層別の交通死亡事故件数

内閣府HPより
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/zenbun/genkyo/feature/feature_01.html

229

⾼齢ドライバーの死亡事故も深刻
（75歳以上が、75歳未満の２倍以上も）

区内でも、⾼齢ドライバーの死亡事故が発⽣しています︕



都市部においても、

「交通」の持続可能性が

危ぶまれている。

今は便利だけど…
20年後、30年後も⼤丈夫︖

今は⾃転⾞に乗れるから⼤丈夫...
今は家族が⾞で送迎してくれるから⼤丈夫...

230



脱マイカー

歩いて楽しい、歩きたくなる
（ウォーカブル）

公共交通が便利

⼈中⼼の都市

ゼロカーボンシティや交通事故のない社会の実現
MaaS・CASEなどの技術⾰新

この杉並が、サステナブルかつ選ばれる住宅都市であるために

231

そのような中、20〜30年先を⾒据えると、…

⾃転⾞で快適



2030年（計画終期）に向け、
計画に基づく取組みに注⼒します︕︕

232
https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/092/777/zitennsyakeikaku.pdf https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/092/777/zitennsyakeikaku.pdf



公共交通の利⽤促進︕

233
「すぎ丸の⽇」（令和5年11⽉実施）

当⽇配布した
MM（モビリティ・マネジメント）ちらし



杉並区⾃転⾞活⽤推進計画より

⾃転⾞活⽤の推進︕
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杉並区⾃転⾞活⽤推進計画より
235



杉並区⾃転⾞活⽤推進計画より 236



新たな移動サービスの導⼊︕

第⼀回杉並区地域公共交通活性化協議会資料より
⾃動運転

AIオンデマンド交通

237
MaaS

グリーンスローモビリティ



地域⽣活の基盤である「交通」を
まちづくりと連携させ、

よりよい杉並区を皆様と共に創っていきます︕



ご清聴、ありがとうございました。



特定非営利活動法人
自転車政策・
計画推進機構
理事長

古倉宗治 片岡八束三重野真代
IGES

都市タスクフォース
プログラムディレクター

東京大学
公共政策大学院

交通・観光政策研究
ユニット特任教授

杉並区
都市整備部
交通企画担当

尾田謙二

モデレーター

意見討論



グループで
意見交換
感想を共有しよう（３回目）



質問
タイム



まとめ
次回のご案内



グラフィック
レコーディング
の紹介



次回のご案内

第３回：実現したい杉並区の
将来像と取組を考えよう

日時：2024年５月18日（土）
13:30～16:30

場所：杉並区役所 第４会議室 本日と
同じ



お疲れ様でした！
次回もよろしくお願いいたします


