
54 

 

第４章  区域施策編（町全域） 

１  温室効果ガス排出状況 

(1) 推計方法 

表 ４-1

車
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車
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(2) 温室効果ガス排出量の現況推計結果 

① 温室効果ガス総排出量の推移 

図 ４-1
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② ガス種別温室効果ガス排出量の割合 

③ 部門・分野別二酸化炭素排出量の割合 
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(3) エネルギー消費量の推移 
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(4) 温室効果ガス吸収量 

(5) 排出量の増減要因分析 

図 ４-5 排出量の算定式（要因分解法） 
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表 ４-5 寄与増減量の算出方法 

① 各部門・分野ごとの増減要因分析 

ア 産業部門（製造業） 

表 ４-6 二酸化炭素排出量・増減要因の変化（産業部門（製造業）） 
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イ 産業部門（建設業・鉱業） 

表 ４-7 二酸化炭素排出量・増減要因の変化（産業部門（建設業・鉱業）） 

ウ 産業部門（農林水産業） 

表 ４-8 二酸化炭素排出量・増減要因の変化（産業部門（農林水産業）） 
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エ 業務その他部門 

表 ４-9 二酸化炭素排出量・増減要因の変化（業務その他部門） 

オ 家庭部門 

表 ４-10 二酸化炭素排出量・増減要因の変化（家庭部門） 
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カ 運輸部門（自動車） 

表 ４-11 二酸化炭素排出量・増減要因の変化（運輸部門（自動車）） 

キ 運輸部門（鉄道） 

表 ４-12 二酸化炭素排出量・増減要因の変化（運輸部門（鉄道）） 
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ク 廃棄物分野 

表 ４-13 二酸化炭素排出量・増減要因の変化（廃棄物分野） 
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２  温室効果ガス排出量の将来推計 

(1) 現状趨勢（BAU）シナリオ推計 

① 将来推計の基本的な考え方 

図 ４-6 排出量の将来推計の考え方（現状趨勢ケース） 
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表 ４-14 部門・分野別推計方法 

② 将来の温室効果ガス排出量（現状趨勢ケース） 

表 ４-15 温室効果ガス排出量の将来推計結果（現状趨勢ケース） 
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図 ４-7 温室効果ガス排出量の推移（現状趨勢ケース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-8 部門・分野別温室効果ガス排出量の割合 
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③ 将来のエネルギー消費量（現状趨勢ケース） 

表 ４-16 エネルギー消費量の将来推計結果（現状趨勢ケース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-9 エネルギー消費量の推移（現状趨勢ケース） 
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(2) 脱炭素シナリオ推計 

① 脱炭素シナリオに基づく削減率の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-10 将来排出量の推計式（脱炭素シナリオ） 

 

表 ４-17 2050年度脱炭素シナリオにおける本町の姿 
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表 ４-18 脱炭素シナリオに基づく削減率 
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② 将来の温室効果ガス排出量（脱炭素シナリオ） 

表 ４-19 温室効果ガス排出量の将来推計結果（脱炭素シナリオ） 
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図 ４-11 部門別温室効果ガス排出量の推移（脱炭素シナリオ） 

③ 将来のエネルギー消費量（脱炭素シナリオ） 

 

表 ４-20 エネルギー消費量の将来推計結果（脱炭素シナリオ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-12 エネルギー消費量の推移（脱炭素シナリオ） 
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３  温室効果ガス排出状況及び将来推計における状況分析と課題 

(1) 温室効果ガス排出状況及び将来推計における状況分析 

表 ４-21 温室効果ガス排出状況並びに将来推計における状況分析 
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(2) 課題 
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４  温室効果ガス削減目標 

(1) 温室効果ガス削減目標の設定方法とその検討結果 

➁

➁

表 ４-22 温室効果ガス削減目標の設定方法とその検討結果 
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(2) 本町の再生可能エネルギー導入目標（町全域） 

① 再生可能エネルギー利用可能量 
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② 再生可能エネルギー導入目標 

表 ４-23 再生可能エネルギー導入目標設定の考え方
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表 ４-24 本町の再生可能エネルギー導入目標

図 ４-13 再生可能エネルギー導入目標とエネルギー自給率
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(3) 本町の温室効果ガス削減目標（町全域） 

図 ４-14 本町の温室効果ガス削減目標（脱炭素シナリオ）
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５  温室効果ガス排出削減に資する取組施策 

(1) 取組施策体系 

表 ４-25 取組施策の体系 
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(2) 具体的な取組施策 

① 省エネ強化、エネルギーの効率化 
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エコキュート、エコジョーズ、エネファームの大きな違いは「給湯の仕組み」です。 

エコキュートは電気を使用し、エコジョーズはガスでお湯を沸かします。 

エネファームは空気中の酸素とプロパンガスや都市ガスから取り出した水素を反応させて発

電し、発電するときの熱を使ってお湯を沸かします。 

エコキュートは、深夜電力を使ってお湯を作り、作ったお湯をタンクで保温して貯めておく

ことができます。 

エコジョーズは排気熱をうまく利用して水を温め、少ないガス消費量で効率よくお湯を作る

ことができます。 

エネファームは給湯のみでなく、お湯を発電するときに発生する熱で沸かすため、給湯能力

も発電能力も優れています。 

  

エコキュートとエコジョーズとエネファームの違いは？ 
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「ESCO事業」とはEnergy Service Company 事業の略称で、ビルや工場の省エネルギー

化に必要な、「技術」「設備」「人材」「資金」などのすべてを包括的に提供するサービスのこと

です。それらのサービスを提供する際に、決してそれまでの環境を損なうことなく省エネルギ

ー化を実現し、その効果を保証する事業です。省エネルギー改修に要する費用は、省エネルギ

ー化によって節減されたエネルギーコストの一部から償還されることが特長です。 

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）

やZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）と

は、エネルギー収支をゼロ以下にする家（ビル）

という意味で、建物で使用するエネルギーと、

太陽光発電などで創るエネルギーをバランス

して、1年間で消費するエネルギーの量を実質

的にゼロ以下にする家（ビル）ということです。 

図 ４-16 ZEH（上）、ZEB（下） 出典:資源エネルギー庁資料 

ZEH・ZEBってなに？ 

ESCO事業ってなに？ 

図 ４-15 ESCO事業の概要 関西ESCO協会資料より作成 
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2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現にむけて、衣食住・移動・買い物などの

日常生活における脱炭素につながる行動を「ゼロカーボンアクション30」として整理したもの

です。ゼロカーボンアクション30には、8つに分類された30項目の具体的な行動があります。 

 

図 ４-17 ゼロカーボンアクション（環境省「COOL CHOICE WEBサイト」） 

ゼロカーボンアクション30を知っていますか？ 
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【参考】家庭でできる省エネの取組とその効果 

町民の皆さんがご家庭で実践する日常的な取組で、減らすことができるCO2の大まかな目

安は下表のとおりですので、目標達成に向けて参考にしてください。 

表 ４-26 家庭でできるCO2削減の取組例とその効果 

熊取町マスコットキャラクター 

ジャンプ君・メジーナちゃん 
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EMS（エネルギーマネジメントシステム）とは、通信機能を備えた電力メーター（スマート

メーター）などを使って、多くのエネルギーを消費するエアコン、照明、給湯器、情報家電な

どの稼働状況やエネルギー消費量を見える化し、それらを最適に制御することで、省エネを実

現するためのシステムです。それらは、家庭から地域全体まで様々な規模で普及しつつあり、

対象とする規模に応じて、住宅を対象としたＨＥＭＳ（ホーム・エネルギーマネジメントシス

テム）、オフィスビルや商業施設を対象としたＢＥＭＳ（ビルディング・エネルギーマネジメン

トシステム）、工場などの産業施設を対象としたＦＥＭＳ（ファクトリー・エネルギーマネジメ

ントシステム）などと呼ばれます。さらに、地域全体のエネルギーを包括的に管理するものを

ＣＥＭＳ（コミュニティ・エネルギーマネジメントシステム）と呼んでいます。 

図 ４-18 エネルギーマネジメントシステム（HEMS） 

（出典:国立環境研究所 WEBサイト） 

HEMSってなに？ 
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② 再生可能エネルギーの利用 
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PPA（Power Purchase Agreement）とは電力販売契約という意味で第三者モデルとも呼

ばれています。企業・自治体が保有する施設の屋根や遊休地を事業者が借り、無償で発電設備

を設置し、発電した電気を企業・自治体が施設で使うことで、電気料金とCO2排出の削減がで

きます。設備の所有は第三者（事業者または別の出資者）が持つ形となりますので、資産保有

をすることなく再エネ利用が実現できます。 

図 ４-19 PPA事業形態（仕組み） 

PPAってなに？ 

【メリット】 
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【参考】太陽光発電システムってどこに設置できるの？ 

■駐車場 

駐車場の屋根として太陽光発電パネルを用いるもの（太陽光発電 一体型カーポート）、あるいは、

駐車場の屋根上に太陽光発電パネルを設置するもの（太陽光発 電搭載型カーポート）を「ソーラ

ーカーポート」といいます。 

ソーラーカーポートの優れた点は、土地の有効活用が可能なこと、電力需要施設の敷地内に発電

適地があることが挙げられます。また、電力需要施設に隣接していることが多く、自家消費が容易

であることが挙げられ、災害時においても電力を利用でき、事業等の災害体制強化、地域のレジリ

エンス強化にもつながります。 

■農地 

営農型太陽光発電とは、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備を設置し、太陽光を農業

生産と発電とで共有する取組です。作物の販売収入に加え、売電による継続的な収入や発電電力の

自家利用等による農業経営の更なる改善が期待できます。 

※営農型太陽光発電設備の設置には農地法に基づく一時転用の許可が必要です。 

■ため池 

2015 年から、市内のため池を活用し、水面に浮かべ

た太陽光パネルによる発電事業を行っています。府内初

の取組となった「傍示池」では、大阪府、神於山土地改

良区、市、民間企業の４者で連携協定を締結し、事業を

推進しました。この設備の出力は約 1,000kW で、年間

発電量約 1,150MWｈです。これは一般家庭約 320 戸

分の年間消費量に相当します。

図 ４-20 ソーラーカーポートの導入について（環境省資料）

図 ４-21 営農型太陽光発電システム（農林水産省HPより）

図 ４-22 ため池太陽光発電 

出典:岸和田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
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③ 脱炭素交通と自動車 
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電動車とは、バッテリーに蓄えた電気エネルギーをクルマの動力のすべてまたは一部として

使って走行する自動車を指します。電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車及びプ

ラグインハイブリッド自動車の4車種をまとめて電気自動車等（電動車）と呼んでいます。 

地球温暖化の原因となるCO2の排出が少ない、又は全く排出しないなど環境にやさしい自動

車です。 

 

電動車ってなに？ 

図 ４-23 電動車の種類・特徴（経済産業省「電動車活用ガイドブック」より） 
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『エコドライブ10のすすめ』は、車から排出される温室効果ガスを減らす運転テクニック

を10項目にまとめたもので、警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省で設置された「エ

コドライブ普及連絡会」が普及推進を図っています。 

一般に、輸送量が増加すれば二酸化炭素の排出量も増加します。輸送量は景気の動向等に左

右されるため、運輸部門における二酸化炭素の排出量の削減を、輸送量の増減に関わらず確実

なものとするには、効率のよい輸送を促進することが重要となります。 

ここでは、我が国内の旅客輸送と貨物輸送において、効率の目安となる単位輸送量当たりの

二酸化炭素の排出量を比較しました。 

旅客輸送において、各輸送機関から排

出される二酸化炭素の排出量を輸送量

（人キロ：輸送した人数に輸送した距離

を乗じたもの）で割り、単位輸送量当た

りの二酸化炭素の平均的な排出量を試算

すると右図のようになります。2019年

度では、自家用乗用車からバスへ乗り換

えると、約56％のCO2排出量を抑制で

きることがわかります。 

図 ４-24 エコドライブ10のすすめ（エコドライブ普及連絡会資料） 

エコドライブ１０ってなに？ 

自家用乗用車から鉄道等に転換した効果は？

図 ４-25 輸送量当たりの二酸化炭素排出量
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普通充電用のコンセントには200Vと100Vの二種類があります。単相交流100Vまたは

200Vを使用し、１時間でおよそ10ｋｍ程度走行可能な充電が可能(100V)、30分でおよそ

10ｋｍ程度走行可能な充電が可能(200V)な充電（器）です。 

急速充電の電源は3相200Vを使用します。出力50kWの充電器が一般的であり、高圧供給

による契約が必要となる場合が多く見られます。5分間でおよそ40ｋｍ程度走行可能な充電

が可能となります。緊急時（バッテリー残量がほとんど無い場合）、業務用で車両を頻繁に利

用する場合などの利用が想定されます。 

V2Hとは、ビークルトゥホーム(Vehicle to 

Home)といって、電気自動車（EV)やプラグイ

ンハイブリッド車（PHV)にバッテリーとして搭

載されている電池があり、そこに蓄えられてい

る電力を流用し自宅の家庭で使用することがで

きるシステムのことです。 

図 ４-26 充電設備の種類 

図 ４-27 電動車ならではの利用価値 経済産業省「電動車活用ガイドブック」より 

電気自動車（EV）の充電設備の種類 

V2Hってなに？ 
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④ 廃棄物発生抑制等 
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【参考】熊取町エコプロジェクトを知っていますか？ 

図 ４-28 熊取町エコプロジェクト体系図（左）、ごみダイエット「４R」にチャレンジ!（右） 

ごみダイエット「４R」にチャレンジ!は、熊取町ごみの分け方・出し方マニュアルに掲載 
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消費期限は安全に食べられる期限で、賞味期限はおいしさなどの品質が保たれる期限です。 

⑤ 吸収源の確保 

図 ４-29 消費者庁パンフレット「知っておきたい食品の表示」から抜粋 

消費期限と賞味期限ってどう違うの？ 



98 

 

緑のカーテン（グリーンカーテン）は様々な作用や効果があり、ご家庭や学校、職場に涼し

さを送り届けます。ここでは、グリーンカーテンの涼しさのヒミツをご紹介いたします。 

窓からの日射の 

侵入を防ぐ 

家のまわりの 

表面温度を抑える 

日なた 日かげ 

頭へ直射日光や地面からの照り返しによ

り、表面温度が約45℃を示している。 

グリーンカーテンにより、壁・ガラス

面の直射日光を遮ることと地面の放射

熱を緩和することで、体感的に涼しく

感じることが見て取れる。 

図 ４-30 グリーンカーテンの設置効果 

環境省「グリーンカーテンプロジェクト」WEBサイトより 

緑のカーテン（グリーンカーテン）のヒミツ 
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カーボンリサイクルとは、CO2を資源として捉え、CO2を分離・回収することで大気中への

排出を抑えることです。経済産業省が提唱する「カーボンリサイクル」は、CO2の利用先とし

て、①化学品、②燃料、③鉱物、④その他が想定されています。 

メタネーションとは、ガスの脱炭素化技術として注目されていますが、水素（H2）と二酸化

炭素（CO2）を反応させ、天然ガスの主な成分であるメタン（CH4）を合成する「メタネーシ

ョン」のことを言います。 

メタンは燃焼時にCO2を排出しますが、メタネーションをおこなう際の原料として、発電所

や工場などから回収したCO2を利用すれば、燃焼時に排出されたCO2は回収したCO2と相殺さ

れるため、大気中のCO2量は増加しません。つまり、CO2排出は実質ゼロになるわけです。 

図 ４-31 カーボンリサイクル（資源エネルギー庁資料） 

図 ４-32 日本ガス協会「カーボンニュートラルチャレンジ2050 アクションプラン」を一部修正 

カーボンリサイクルってなに？ 

メタネーションってなに？ 
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⑥ 教育・協働・連携 
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Ｊ－クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2

等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証す

る制度です。 

本制度は、国内クレジット制度とオフセット・クレジット（J-VER）制度が発展的に統合し

た制度で、国により運営されています。 

本制度により創出されたクレジットは、経団連カーボンニュートラル行動計画の目標達成や

カーボン・オフセットなど、様々な用途に活用できます。 

図 ４-33 （仮称）くまとりCO2バンク 

J-クレジット制度を知っていますか？ 
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消費者行動を促す取組として、2022（令和4）年度現在、環境省「食とくらしのグリーンラ

イフ・ポイント推進事業」があります。脱炭素・循環型ライフスタイルへの転換や行動変容を

促すため、環境配慮製品・サービスの選択等といった消費者の環境配慮行動に対して新たにポ

イントを発行しようとする企業や自治体等に、その企画・開発・調整等の準備経費の支援を行

うものです。ポイントというわかりやすい形で行動の結果を見える化することが行動の実践や

維持に有効であり、企業や地方公共団体等によるポイント発行の取組を一気に拡大することに

より、消費者の環境配慮行動の促進を図るものです。 

図 ４-34 食とくらしの「グリーンライフ・ポイント」推進事業の目的 

出典:環境省「食とくらしのグリーンライフ・ポイント推進事業」ガイドライン 

消費者行動を促す取組を知っていますか？ 
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図 ４-35 推進体制図

６  計画の推進方法 

① 推進体制 

 

② 主体別役割 

熊取町 

（事務局:環境課） 

 

 

（関係部局） 

くまとりカーボンニュートラル 

町内ステークホルダー 

（町民、事業者、 

各種団体、大学等） 

町外ステークホルダー（国・大阪府・OZCaF・アドバイザー等） 

連携 協働 

協働 

連携 

連携 協働 

調整・連携 
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③ 計画の進行管理 


