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～地球温暖化とエネルギー～
お ん だ ん か

考えよう！

わたしたちのくらしと環境・エネルギー
か ん き ょ う

企業のお仕事とSDGs
企業のみなさんの環境に関する取り組みを学んでみよう！

き ぎょう

Ⓒ2014 大阪府もずやん

くわしくはこちら

かん きょう

2025年大阪・関西万博
未来のために、今できることを考えみよう！

ⒸExpo 2025 大阪・関西万博公式キャラクターミャクミャク



ヒートアイランド現象
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１

地球の外に向かう熱

地球の表面
にもどる熱

地球の表面
にもどる熱

温室効果ガスが適量な場合
こう か てきりょう

温室効果ガスが多い場合
こう か

日本の平均気温は、この１００年間で約１.3℃上がっています。日本だけでなく、地球の気温は少

しずつ上がっています。これは、地球温暖化といわれています。

「何が原因なのか」「地球温暖化によってどのようなことが起こるのか」を調べていきましょう。

へい きん

地球温暖化について知ろう
おん だん か

① 地球温暖化の仕組み
おん だん か

地球の大気には、二酸化炭素（CO2）などの「温室効果ガス」と呼ばれる気体がわずかにふくまれ

ています。「温室効果ガス」は、赤外線（熱）を吸収し温度を保つ「温室効果」という働きをもっています。

この働きにより、太陽からの熱で暖められた地球の表面から地球の外に向かう熱の一部が、大

気に蓄積され、地球の表面付近の大気を暖めるため、地球は適度な温度となっています。

しかし、大気中の「温室効果ガス」が多くなると、温室の中のようにたくさん熱をこもらせて、地球

の温度を必要以上に上げてしまいます。これを地球温暖化といいます。

こう か

ちく せき あたた てき ど

こう か きゅうしゅう たも こう か

おん だん か

に さん か たん そ こう か

おん だん か

げんいん おん だん か

大阪ではこの100年間に平均気温が約2.0℃上昇し、日本の平均気温の上昇を上回る速さで地球温暖化が進行

しています。これは、地球温暖化に加え、ヒートアイランド現象の影響もあると考えられています。

• ヒートアイランド現象は、都市の気温がまわりの地域に

比べて高くなり、「熱の島」のようになることをいいます。

• 大阪などの都市では、道路やビルなどによって、地面

の大部分がアスファルトやコンクリートでおおわれている

ため、熱をためこみやすいことなどが原因になっています。
げん いん

へい きん じょうしょう へい きん じょうしょう おん だん か

おん だん か えい きょう

ち いき

データ出典：気象庁
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最低気温

0℃未満の

冬日の減少

100年前と比べて、31日減少（20年間平均）

最高気温

35℃以上の

猛暑日の増加
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氷河の融解や海面水位の上昇、洪水や干ばつが観測され始めています。このような地球温暖化

によるここ数十年の気候変動は、世界中の自然やくらしにさまざまな影響をあたえています。

日本でも短時間強雨や大雨の増加、台風の大型化にともない、土砂災害や水害の発生が増え

たり、1日の最高気温が30℃以上の「真夏日」や35℃以上の「猛暑日」の日数が増えるなどの影

響が出ています。

② 地球温暖化による影響
おん だん か えい きょう

ひょうが ゆうかい じょうしょう こう ずい かん かん そく おん だん か

えいきょう

もし、有効な対策をとらないまま地球温暖化が進むと、２１世紀末（2076〜2095 年）の大阪の

平均気温は、20世紀末（1980〜1999 年）よりさらに４.2℃上昇し、年間の猛暑日が52日ほど

増えると予測されています。現在でも、夏には40℃にせまる危険な暑さの日もありますが、こうした

状況が日常となる可能性があります。

ぞう か ど しゃ さい がい ふ

もう しょ ふ えい

ゆう こう たい さく おん だん か

へいきん じょうしょう もう しょ

ふ よ そく き けん

平成30年７月豪雨では、西日本を中心に記

録的な大雨が降り、土砂災害や河川のはんらん

が発生したり、平成30年台風第21号では、非常

に強い勢力の台風が上陸し、関西地方を中心に

大きな被害をもたらしました。

熱中症患者の大幅増加
ねっ ちゅう しょう かん じゃ おお はば ぞう か

台風第21号による

強風で転がった自動車

（大阪市住之江区）

大阪で起きていること

100年前と比べた大阪の気候の変化
くら

大阪では、100年前と比べて、年間の猛暑日が15日増

加しています。一方で、最低気温が0℃未満の冬日は31

日減少しています。

データ出典：気象庁

2001～2020年

16日/年

100年前と比べて、15日増加（20年間平均）

1901～1920年

35日/年

2001～2020年

４日/年
げんしょう

くら もう しょ ぞう

くら げんしょう へい きん

気温が35℃以上になると熱中症による

救急搬送者数が非常に多くなります。

2021年 2,844人

2022年 4,628人

2023年 5,951人

2024年 7,253人

５月から９月の合計 データ出典：消防庁

出典：
おおさか気候変動「適応」ハンドブック

いき きゅうきゅう はん そう

☞

き けん

1901～1920年

１日/年

● 高温や干ばつにより、農作物が育ちにくくなり、食料不足になる可能性

● 多くの生物が気候変動の速さについていけなくなったり、絶滅してしまう可能性 などさまざまな影響が出ています。

さらにこんなことも。

ぜつ めつ か のう せい えい きょう

かん か のう せい

気温と雨 ～強い雨は危険～

大阪府域の救急搬送者数

雨は、右の図のように地球で温められた水

蒸気が上空で集まり、水蒸気の粒が大きくな

ると、その重さで落下してきます。

地球温暖化では、これまでより地球表面の

温度が上がり、水蒸気の量が増えます。たく

さんの水蒸気が上空に上ると、雲も大きく発

達し、急に強い雨が降る原因となります。強

い雨がたくさん降ると、土砂災害などの原因

になるので、とても危険です。

きょう

ごう う

ど しゃ さい がい

ひ じょう

せい りょく

ひ がい

もう しょ

くら へい きん

じょうきょう か のう せい

自然災害の発生
さい がい

きゅうきゅう はん そう

すい

じょう き すい じょう き つぶ

おん だん か

すい じょう き ふ

すい じょう き

ど しゃ さい がい げん いん

き けん

か

げんしょう

げん いん

ねっ ちゅうしょう



しゅつ へ

２０２１年度に、大阪府全体で排出されている温室効果ガスは、年間4,258万トンで、２０１３年

度と比べると、約24.3％減っています。しかし、地球温暖化の進行を防ぐには、温室効果ガスの排

出量をもっと減らす必要があります。

わたしたちの取り組みで世界は変わる！

術や世界中の人たちがみんなでオ

ゾン層を守るために取り組むことによ

り、オゾン層は回復しつつあります。

地球温暖化の進行も、新しい技

術を使うことや世界で協力すること

ができれば、防ぐことができると考え

られています。
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温室効果ガスの90％以上は二酸化炭素で、主に石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料が燃焼

するときに発生します。 わたしたちが発電や移動のために、化石燃料由来の電気やガスなどのエ

ネルギーを多く使うほど、多くの温室効果ガスが発生することになります。近年の急激な地球温暖

化は、このようなわたしたちの活動によるものであるとされています。

③ 温室効果ガスの発生源

出典：堺市環境学習用資料2022年度版「わたしたちと環境」

こう か に さん か たん そ せき ゆ せき たん てん ねん か せき ねんりょう ねんしょう

こう か きゅうげき おん だん

こう か げん

④ 大阪府域で排出されている温室効果ガス
いき はい しゅつ こう か

そのため、大阪府では、２０３０年度に

温室効果ガスの排出量を２０１３年度と

比べて４０％減らすことをめざしています。

まずは、わたしたち一人ひとりが自分

にできることは何かを考え、行動してい

くことが大切です。

はいしゅつ こう か

くら へ

大阪府域の温室効果ガス総排出量のうつりかわり
いき こう か そう はいしゅつ

こう か はい しゅつ

くら へ おんだん か ふせ こう か はい

化石燃料

石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料は、

大昔に地球上に生きていた動物や植物が

死んで、地中深くに閉じ込められ、長い時

間地球の圧力がかかってできたものです。

か

か せき ねんりょう

か せき ねんりょう

か せき ねんりょう

あつ りょく

カーボンニュートラルとは？

なぜめざすの？

くわしく学べる

補助資料は

こちら▶▶

現在、地球温暖化の進行を防ぐため、世界の国や地域が協力して「2050年カーボンニュートラル」をめざしています。

過去には、人間や動植物に悪影響のある太陽光の紫外線を吸収し、地球上の生物を守る「オゾン層の破壊」が大き

な地球環境問題でしたが、新たな技

出典：NASA Scientific Visualization Stutio

オゾンホールの大きさの変化と予測

おん だん か ふせ

えいきょう し がい せん そう は かい

かんきょう ぎ

ほ じょ

よ そく

じゅつ

そう

そう

おん だん か ぎ

じゅつ

ふせ

2013年度比
40％減

目標
（万トン-CO2）

（年度）



わたしたちが積極的に木

材を使った製品を使うこ

とで、人工林の手入れが

進み、森林の成長を助

けることにつながります。

暑さを知らせる情報を活用しよう！

2021年 15日 1回

2022年 14日 13回

2023年 27日 19回

2024年 41日 30回

年 猛暑日数 アラート発表回数

二酸化炭素を吸収する森林

植物は、ふだんは人間や他の動物と同じように呼吸

をしています。同時に、太陽の光をあびると、二酸化

炭素を吸って成長に必要な養分を作り出し、酸素を

はき出しています。（これを光合成といいます）

日本の森林では、人間が植えた「人工林」が約

40％をしめています。人工林は人間が間伐などの手

入れをすることで成長し、二酸化炭素の吸収など森

林の持つ多くの機能を発揮できるようになります。
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出典：気候変動適応情報プラットフォームサイト

⑤ わたしたちのくらしの中でできること

気候変動による地球温暖化の影響への対応として、「緩和」と「適応」という考え方があります。

緩和とは、地球温暖化ができるだけ進まないよう、二酸化炭素の排出を減らす取り組みのことをい

い、適応とは、地球温暖化の影響による被害に備え、被害をできるだけ減らし、影響を受けないよう

にする取り組みのことをいいます。 それぞれの取り組みについて、「わたしたちのくらしの中ででき

ることにはどんなことがあるのか」を考えてみましょう。

おん だん か えいきょう かん わ てき おう

かん わ おん だん か に さん か たん そ はいしゅつ へ

てき おう おん だん か えいきょう ひ がい そな ひ がい へ えいきょう

に さん か たん そ きゅう しゅう

かん ばつ

に さん か たん そ きゅう しゅう

外で遊ぶ時は熱中症警戒アラートや熱中症予防

のための数値である暑さ指数を確認しましょう。

もう しょ

暑さを知らせる情報を提供する

サービスや、暑さから身を守る取り

組みを知ることができます。

大阪府暑さ対策情報ポータルサイト
たい さく じょう ほう

じょう ほう てい きょう

き のう はっ き

せい ひん

できそうなことに
〇をつけて
みよう！

に さん か

たん そ す さん そ

じょうほう

ねっ ちゅうしょう けい かい ねっ ちゅうしょう

すう ち し すう かく にん

こ きゅう

データ出典：気象庁、環境省「熱中症予防情報サイト」



エアコン

15%

冷蔵庫

14%

照明

14%
テレビ

9%

その他

48%

家庭のなかで

電気をたくさん

使っている

電化製品は？

れい ぞう こ

電気

47%

ガソリン

24%

都市ガス

10％

灯油

8%

LPガス

5%

ごみ 4%

水道 2%

軽油 1%

約3,811kg

CO2

（世帯あたり／年）

河川などから浄水場へ水を送り、浄水

場で水を処理するとき、浄水場から家庭

や学校に水を送るとき、使った水を下水

処理場できれいにするときなどに、たくさん

の電気のエネルギーが使われています。

つまり、水を使えば使う

ほど電気が必要となり、

水を節約することが省

エネにつながります。
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2

電気やガスなどの限りあるエネルギーを効率的に使うことを「省エネルギー（省エネ）」といいま

す。「だれもいない部屋の電気やテレビを消す」「冷蔵庫や冷凍庫を開けている時間を短くする」

「電気ポットを長時間使わないときは電源プラグをコンセントからぬく」など、一人ひとりが意識する

ことで省エネにつながる行動がたくさんあります。

また、家電製品を作るメーカーは、省エネ効果が高く環境にやさしい製品（省エネ型製品）の製

造に取り組んでいます。 新しい家電製品を買う時は、省エネ性能が優れている製品を選ぶことで、

家庭での省エネにつながります。

① エネルギーの消費を減らす工夫 「省エネ」

下のグラフは、家庭1世帯から1年間に排出された二酸化炭素の量を調べたものです。電気の

使用によるものが最も多く、全体のおよそ半分をしめています。また、家庭のなかで電気を使う割合

をみてみると、エアコン、冷蔵庫、照明、テレビで使われる電気の割合が多くなっています。

エネルギーの消費を減らすために、家庭ではどんなことができるのでしょうか。

データ出典：温室効果ガスインベントリオフィス（全国温暖化防止活動推進センター）

データ出典：一般財団法人家電製品協会「2023年度版スマートライフおすすめBOOK」

約35～42%の

省エネ

たとえば、10年前の冷蔵庫と最新の

省エネ型製品で比較すると・・・

電気代も１年間で

約4,500～6,000円 節約！

はいしゅつ に さん か たん そ

でん げん い しき

せいひん こう か かんきょう せいひん がたせいひん せい

ぞう せいひん せいのう すぐ せいひん

しょう ひ へ

れい ぞう こ れい とう こ

こう りつ てき

わたしたちのくらしの中のエネルギー

省エネ型製品を使うと・・・
がた せい ひん

420

470
～

273

2012年 2022年

（kWh/年） （kWh/年）

家電製品のエコラベル

省エネ性能の段階を星で表

していたり、年間電気料金の

めやすが表示されています。

（例）統一省エネラベル

注目して
みて！

家庭からの二酸化炭素排出量の内訳
（2022年度）

家庭における年間消費電力量の内訳
（2019年度）

節水も省エネにつながる⁉

じょうすいじょう じょう すい

わりあい

れい ぞう こ わり あい

しょう ひ へ

に さん か たん そ はいしゅつりょう うち わけ しょうひ うち わけ

せい ひん

じょう しょ り じょうすいじょう

しょ り じょう

れい ぞう こ

がた せい ひん ひ かく

せい ひん

せいのう だん かい



冷たい空気を

扇風機で

かきまぜることで

部屋全体を

すずしく！

空気の流れと室温調整

できているかな？できるかな？ チェックシート
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一人ひとりでは省エネ効果が少な

いように思われますが、みんなで取り

組むことで大きな効果が得られます。

夏の冷房時の設定温度を27℃から28℃にする

冬の暖房時の設定温度を21℃から20℃にする

開けたらすぐに閉める。

ものをつめすぎない（食品どうしのすき間をあける）

省エネ型のLEDランプに取り替える

見ない時は消す

お湯が冷めないうちに間をあけずに入る

シャワーは流しっぱなしにしない

使わないときは電気便座のフタを閉める

照明

テレビ

エアコン

おふろ

トイレ

冷蔵庫
れい ぞう こ

年間CO2削減量

➡ 13kg

➡ 23kg

➡ 3kg

➡ 19kg

➡ 39kg

➡ 12kg

➡ 78kg

➡ 26kg

➡ 15kg

省エネ行動と省エネ効果
できていること◎
できそうなことこと○

◎と○をつけた省エネ行動の

年間CO2削減量の合計を計算してみましょう。

クラスのみんなで同じことに取り組んだ場合、

① × ＝

kg
①

クラスの人数

杉の木は、1本あたり年間で約14kgのCO2を吸収します。

②の量は、杉の木の何本分の吸収量に相当するか計算してみましょう。

kg
②

＜参考＞

大阪府地球温暖化防止活動推進センターのホームページでは、家庭での省エネなどを、まんがやすごろくで分かりやすく紹介しています。
http://osaka-midori.jp/ondanka-c/manga_sugoroku/

おん だん か ぼう し すい しん しょう かい

冷たい空気は下に、暖かい空気は上にたまります。夏と冬で上手に室温を調節して、省エネ効果を高めましょう。

データ出典：省エネ効果（資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ2024年版」「省エネポータルサイト」）

出典：杉の木の年間吸収量

（環境省/林野庁「地球温暖化防止のためのみどりの吸収源対策」）

し

こう か さく げん

れい ぼう せっ てい

だん ぼう せっ てい

べん ざ し

こう か

こう か え
さく げん

きゅう しゅう

あたた こう か

せん ぷう き

省 エ ネ

本分

杉の木

② ÷ 14 ＝

STEP

１

STEP

２

STEP

３

夏の冷房

風向きは
水平

風向きは
下向き

＋ ＋
天井近くにたまった

暖かい空気を

かきまぜる

（下におろす）ことで

足もとまであったか！

CO2削減量を計算してみよう！

冬の暖房

※LED電球は消費電力がとても小さいだけでなく、寿命も長持ちする電球

がた か

しょうひ じゅみょう

きゅう しゅう

れい ぼう だん ぼう

あたた

さく げん



住宅の熱の出入りの割合をみると、夏は73％、冬は58％が、窓（開口部）から出入りしています。窓ガラスをペアガ

ラスにしたり、内窓を設置することで大きな断熱効果があります。

内窓は、断熱シートやプラスチック段ボールなどホームセンターで売っているもので比較的簡単に作ることもできます。ま

た、厚手のカーテンを取り付けることでも、熱の出入りを減らすことができます。

窓の熱の出入りを減らそう！

じゅう たく わり あい まど まど

うち まど せっ ち だん ねつ こう か

うち まど だん ねつ だん ひ かく てき かん たん

8

ZEHに
すると
いいこと

ZEHは、住宅の断熱性能を高める

とともに、省エネ型製品を使うことなど

で、使うエネルギーの量を大幅に減ら

した上で、太陽光発電等でエネル

ギーを作ることにより、住宅で使うエネ

ルギーと作るエネルギーの差し引きを

ゼロにすることをめざした住宅です。

夏すずしく冬暖かく

魔法瓶のような家

あたた

家庭での取り組みや省エネ型製品を選ぶことなどとあわせて、住宅そのものの省エネ性能を高く

することで、大きな省エネ効果を得ることができます。

出典：積水ハウス株式会社

住宅の省エネ性能を高める方法のひとつに「断熱」

があります。断熱とは、壁、床、窓などを通した家の中

と外の熱の移動を少なくすることです。

家を建てる方法や材料を工夫することで、夏は

外の熱が家の中に入りにくく、冬は家の中の熱が外に

逃げにくくなり、少しの冷暖・暖房で、快適に過ごすこ

とができるようになります。

がたせい ひん じゅうたく せいのう

じゅうたく せい のう だん ねつ

こう か え

だん ねつ かべ ゆか まど

に れい ぼう だん ぼう かい てき す

内窓
うち まど

② 省エネルギーで快適な住まい

☞さらにこんなことも。 ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）
ゼ ッ チ

ペアガラス

アサガオや

ゴーヤを植えて

緑のカーテンを作る

窓の外に

すだれを

取り付ける

まど
夏は、家の外で日差しをさえぎり、

太陽の熱が窓から家の中に入らな

いようにすることが効果的です。

まど

こう か てき

夏の冷房時（昼）に

開口部から熱が入る割合73%

冬の暖房時の熱が

開口部から流失する割合58%

33.4℃ -2.6℃

出典：資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」

まど へ

停電時に
いい

健康に
いい

お財布に
いい

心地いい

環境に
いい

＜参考＞

大阪府のホームページでは、ZEHのよさをパンフレットや「もずやん」が登場する動画で分かりやすく紹介しています。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/eneseisaku/sec/zehdouga.html

ゼッチ しょうかい

かい てき

あつ で へ

れい ぼう だん ぼう

ま ほう びん

ゼッチ じゅう たく だん ねつ せい のう

がた せい ひん

おお はば へ

じゅう たく

じゅう たく

ていでん

かんきょう さい ふ

ゼッチ



33%

28%

7%

9%

8%

15%

天然ガス

石炭

原子力

太陽光、
風力など

水力

石油など

年間
発電電力量

9,854億
kWh

うち わけ

発電の内訳（2023年度）

9

風力発電

淡路風力発電所（関電エネルギーソリューション） 夢洲メガソーラー（大阪ひかりの森プロジェクト）

データ出典：資源エネルギー庁

「令和５年度総合エネルギー統計速報」

また、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを利用した発電方法もあります。これらのエネル

ギーは、自然の力を利用するので、なくなってしまう心配がなく、発電時に二酸化炭素を排出しな

いことから、地球温暖化対策として重要なエネルギーとされています。しかし、天候や風の強弱と

いった自然条件によって発電量が左右されるため、他の発電方法で調整をする必要があります。

このように、いろいろな発電方法をバランスよく組み合わせ、それぞれの特徴を最大限に活用し、

安全で環境にやさしい電気を安定的に確保していくことが大切です。

発電方法にはいろいろな種類がありますが、 天然ガス、石炭、

石油などの化石燃料を燃やすことで電気を作る火力発電が最も

多くなっています。

発電方法にはそれぞれメリットとデメリットがあります。例えば、火

力発電は発電量を調整することができますが、化石燃料を燃や

して発電するため、多くの二酸化炭素を排出してしまいます。水力

発電や原子力発電は、発電時に二酸化炭素を排出しませんが、

大規模な水力発電ではダム建設により自然環境に影響をあたえ

てしまう可能性があり、原子力発電では地震などの災害発生時

の安全対策や日常の安全管理を厳重に行うことが必要です。

燃料電池は、都市ガスにふくまれて

いる水素を取り出して、空気中の酸素

を反応させて発電します。電気を家庭

で利用するとともに、発生した熱を給

湯に有効利用するため、むだになるエ

ネルギーが少なく効率的です。

さらにこんなことも。☞

再生可能エネルギーを利用した発電方法（例）

2016年4月から「電力の自由化」となり、家

庭でも電力会社や料金メニューを自由に選べる

ようになりました。再生可能エネルギーで作られ

た電気メニューを選ぶことで、環境にやさしい電

気を利用することができます。
家庭用燃料電池（エネファーム）

電気は
選べる!?

環境にやさしい電気の利用

③ さまざまな発電方法

都市ガス発電

太陽光発電 バイオマス発電

風の力で羽根を回し、その回転

運動を発電機に伝えて電気を作

ります。風があれば夜でも発電で

きます。

光エネルギーを直接電気エネル

ギーに変換します。家庭や学校

の屋根へも設置ができます。

燃料
ごみ

木質チップ
など

ごみや木質チップ、

動物のふんなどの資

源を利用して電気

を作ります。 ごみ焼却施設 舞洲工場

か せき ねんりょう

か せき ねんりょう も

に さん か たん そ はいしゅつ

に さん か たん そ はいしゅつ

だい き ぼ けんせつ かんきょう えいきょう

さい がい

たい さく げんじゅう

さい せい か のう

に さん か たん そ はいしゅつ

おん だん か たい さく

とくちょう

かんきょう かく ほ

かんきょう

かんきょう

ねんりょう

すい そ さん そ

こう りつ

ゆう こう

さい せい か のう

ちょく せつ

へん かん

しょうきゃく し せつ まい しま

あわ じ ゆめ しま

ねんりょう



20

71

128

鉄道

バス

自動車

イーブイ ピーエイチブイ ねん りょう エフシーブイ

10

一人を1km運ぶのに排出する二酸化炭素の量をさまざまな乗り物で比べると、 鉄道やバスは

自動車よりも少ない結果となっています。そのため、おでかけや旅行の移動に、鉄道やバスを利用

することは、地球環境にやさしい行動といえます。

また、自動車を利用する場合は、走るときに二酸化炭素を排出しない、または排出する量が少な

い環境にやさしい自動車を使うことが大切です。

はいしゅつ に さん か たん そ くら

に さん か たん そ はいしゅつ はいしゅつ

かんきょう

鉄道は、レールと車輪の間の摩擦が少ないので、小さな力で動かすこと

ができます。そのため、自動車よりも少ないエネルギーで、一度にたくさんの

人や荷物を運ぶことができます。また、鉄道のうち、電気で走る電車・新幹

線・地下鉄などは、走るときに二酸化炭素を排出しません※。

これらのことから、近年、地球温暖化の防止に役立つ乗り物として、世

界中で鉄道への関心が高まっています。

かんきょう

プラグインハイブリッド自動車（PHV）

ガソリンで動くエンジンと電気で動くモー

ターを組み合わせ、外部から充電できる

バッテリーをのせた、ガソリン車と電気自動

車のよいところを組み合わせた自動車。

バッテリーにためた電気でモー

ターを動かして走る自動車。

電気自動車（EV）

水素と空気中の酸素を反応させて

作った電気で走る自動車。

燃料電池自動車（FCV）
すい そ さん そ

じゅうでん

ま さつ

（g-CO2/人 km）

データ出典：国土交通省 「輸送量あたりの二酸化炭素排出量（旅客）」 (2022年度）

※電車や電気自動車、燃料電池自動車を走らせる電気や水素を作るときには二酸化炭素が排出される場合があります。

ZEV（ゼロエミッション車）と呼ばれる電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、燃料電池自動車

（FCV）は、二酸化炭素を排出せずに走ることができます※。このような環境にやさしい自動車を増やすことが重要です 。

EVやPHVは通常、自動車に外部からケーブルをつないで充電しますが、

2025年大阪・関西万博では、道路の下に埋めたコイルから電気を送り、

その上を通過するだけで充電されて走り続けることができるEVバスが会場

内を走ります。 画像制作：関西電力・Osaka Metro

万博会場で、走行中に充電するEVバスが走ります！

走行中充電の活用イメージ図

け っ か

④ 環境にやさしい乗り物
かん きょう

へいきん

鉄道会社（JRや主な私鉄）で

は、サステナブル（持続可能）な

未来をめざして、共通のロゴマーク

とスローガンを作り、地球温暖化

の防止に貢献する、環境にやさし

い鉄道の利用を呼びかけています。

スイッチ！サステナブルトレイン
（共通ロゴ・スローガン）

さらにこんなことも。☞

水素は、地球上に多く存在し、エネルギーとして利用する際、二酸化炭素を排出し

ないことから、新しいエネルギーとして注目されています。９ページで紹介した家庭用

燃料電池や自動車以外にもさまざまな分野で使われることが期待され、研究開発が

進められています。

注目の新エネルギー、水素！

一人を1km運ぶのに排出する二酸化炭素
はいしゅつ に さん か たん そ

おん だん か

環境にやさしい自動車
かんきょう

イーブイ ピーエイチブイ じゅうでん

う

じゅうでん

すい そ

すい そ そん ざい に さん か たん そ はいしゅつ

ねんりょう

つう か じゅうでん イーブイ

じゅうでん イーブイ

ねんりょう すい そ に さん か たん そ はいしゅつ

か のう

ゼブ イーブイ ピーエイチブイ ねんりょう

エフシーブイ に さん か たん そ はいしゅつ かんきょう ふ

燃料電池自動車用水素ステーション
ねんりょう すい そ

ぼう し こう けん かん きょう

しん かん

鉄道から排出される

二酸化炭素は

自動車の

約1/6

はいしゅつ

に さん か たん そ

地球温暖化防止に役立つ鉄道
おん だん か ぼう し

せん に さん か たん そ はいしゅつ

おん だん か ぼう し
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わたしたちが消費している食べ物から衣服、自動車、住宅まで、あらゆる製品は、それらの製品

が作られるときや工場からお店に運ばれるとき、さらにお店で売られるときなどにも多くのエネル

ギーを消費しています。

わたしたちは、くらしの中でさまざまな製品を使用していますが、電気やガスを直接消費する以

外に、このように目に見えないところでも多くのエネルギーを消費しています。そのため、作る過程

でのエネルギー消費が少ない環境にやさしい商品を選ぶことや、ものを大切にして長く使うことが

大切です。

しょう ひ じゅうたく せい ひん せい ひん

肥料や農薬を作るときのCO2の排出量が少ない

旬の農産物

屋外で育つ旬の農作物は、旬から外れた時期にビニールハウ

スで電気などを使って温めながら育つ農作物よりもCO2の排

出量が少ない

運ぶ距離が短い方がCO2の排出量が少ない

11

例：製品の保存
（電気）

例：製品の運搬
（石油など）

例：生産・加工
（石油・電気など）

せいひんせいひん うん ぱん

出典：資源エネルギー庁「かがやけ！みんなのエネルギー」及び「わたしたちのくらしとエネルギー」を基に作成

せいひん しょうひ

しょう ひ

製品を作ってから廃棄されるまでの工程で発生する温室効果ガスを、二酸化炭素の量で計算して表示する仕組み

を「カーボンフットプリント」といいます。二酸化炭素の排出量をわかりやすく表示することで、わたしたちが、二酸化炭素

の排出量が少ない製品やサービスを選び、環境にやさしい行動をとるためのめやすとなります。

農産物の場合のカーボンフットプリント

原材料調達

工程

二酸化炭素が

発生する要因

（例）

肥料の製造 農機具の燃料 トラックのガソリン 調理時のガスや電気 廃棄物の焼却

せい ひん はい き こう てい こう か に さん か たん そ ひょう じ

に さん か たん そ はい しゅつ ひょう じ に さん か たん そ

はいしゅつ せい ひん かん きょう

はい き ぶつ しょうきゃく

生産や運搬時に、二酸化炭素（CO2）の排出量が少ない農産物を選ぼう！
うん ぱん に さん か たん そ はい しゅつ

ひ りょう せい ぞう ねん りょう

よう いん

しょうひ かんきょう

しょう ひ か てい

こう てい

⑤ 環境にやさしい製品やサービス

二酸化炭素の足あと？カーボンフットプリントとは？
に さん か たん そ

流通・販売
はん ばい

使用・消費 廃棄
はい き

カーボンフットプリント

表示イメージ
ひょうじ

ひ りょう へ
ひ りょう はい しゅつ

しゅん しゅん

きょ り はい しゅつ

しゅん

生産

作る 運ぶ 売る
さまざまな

製品

肥料や農薬を減らした
農産物

住んでいる地域の近くで
作られた農産物

はい

しゅつ

せい ひん

せい ひん

＜参考＞

年11回、みなさんの学校に配られる環境情報紙「エコチル」で、さらに環境についてたのしく学んでみましょう。
https://www.ecochil.net/back_number/?informationarea=osaka

かんきょう じょうほう かんきょう

に さん か たん そ

しょう ひ
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※この冊子は、大阪市環境副読本「おおさか環境科」から一部転載し作成しています。

発行：大阪府 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課（令和7年4月）
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