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【環境分野】政策分野別検討シート（データ編）１/２ 資料２－３
【図表１「地球温暖化対策推進法」のR3改定の概要】 出所）環境省HP「 【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」 【図表３「グリーンインフラ」の概要】 出所）環境省ホームページ

ウェルビーイング：個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念（厚生労働省）と

されるが、第六次環境基本計画では明確に定義をしていない。

【図表２「第6次環境基本計画」の発展の方向性 出所）環境省HP「第六次環境基本計画の概要」

●「グリーンインフラとは」（「グリーンインフラ推進戦略（令和元年７月４日公表）」より

社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組

●「グリーンインフラの考え方」（「グリーンインフラ実践ガイド（令和５年１０月）」より

●「グリーンインフラの活用例」（「グリーンインフラ実践ガイド（令和５年１０月）」より

【豊かな緑と水辺に囲まれた暮らしの風景】＜住宅地と緑地・水辺が一体となった空間づくりによるエコロジカルネットワーク・風の道の形成＞

【自然を身近に感じる水辺の風景】＜水辺空間の自然再生＞

ネイチャーポジティブ：日本語訳で「自然再興」といい、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」こと（「環境省HP」より）

OECM：民間等の取組により保全が図られている地域や保全を目的としていない管理が結果として自然環境を守ることにも貢献している地域

（「自然環境保全基本方針（R2年3月 閣議決定）」より）
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【図表１０「板橋区緑被率の推移」】

出所）板橋区資料

出所）板橋区資料

【図表９「区内の公害苦情件数推移」】【図表８「区内９地点の二酸化窒素濃度推移」】 出所）板橋区資料

【図表４「 区内温室効果ガス排出量」】

【図表６「区内エネルギー消費量」】 【図表７「エコポリスセンターの主要事業開催数および参加者数の推移」】 出所）板橋区資料

出所）板橋区資料
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【図表５「区民一人当たりの一日のごみ排出量の推移」】
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〇全体でみると、H30年をピークにここ数年は横ばい。
〇内訳では、建設作業から発生する騒音に関するものが多く、年間100件以上で推移。

出所）板橋区資料
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