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2001年8月J.E.E事務所にて

2001年8月法然院にて

学生で「京大ゴミ部」たちあげ
・2000年8月～
・京都市内各所にて（JEE事務局中心）
「ちびっこ環境塾」



机上の研究だけでなく、人の流れの中にも飛び込もう!



びっくり！エコ100選2005
～もったいないから始める優しい暮らし～
・2005年8月10日～16日
・京都髙島屋1Fゆとりうむ、7Fイベントホール
・実行委員会（市民×学×産×官）

2009年度「京都環境賞
（最優秀賞）」受賞決定



リーダー育成のための「3R・低炭素社会検定」
・第一回3R検定：2009年1月、第二回3R検定：2010年1月
・第三回3R・低炭素社会検定：2011年1月
・全国12会場（北海道～九州）
★2021年11月7日 第14回3R・低炭素社会検定



市民協働発電から、地域エネルギー問題へ
・2013年1月「一般社団法人びっくりエコ発電所」設立
・2013年2月～京都市市民協働発電制度の第一弾として、
西京高校屋上に、翌年第二弾でも教育施設を中心にソーラー
パネルを設置し、市民出資を募る
・次世代の環境教育にも力を入れる（びっくり！エコ新聞）

西京高校
大枝中学校
春日丘中学校
大将軍小学校
西京まち美化事務所



エコ～るど京大
・2013年6月にサステナブルウィークとしてスタート
・2014年6月はサステナブルマンスになり、冬と春にも実施



京大総長ブルーシーフードカレー



着物のリユース企画「Kistory」



今日のトピックス

•約40年間のごみ調査結果から
見えてくる「もったいない」ごみ
の実態

• SDGs・持続可能な社会の構築
に向けて



ごみ研究の原点「ごみ調査」
～臭うところに我らあり～



1地区からはおよそ100～150世帯分の家庭ごみを採取

2013年10月ごみ展開調査
※京都市と京都大学（高月先生）が1980年より始める。







約400種類に分類

⇒ごみ減量のためにはどうすれば良いか？

社会はどう変化してきたか？



食料品

容器・包

装材

商品

使い捨て

商品

PR関係

事業所で

使用 その他

「家庭ごみ（燃やせるごみ）」の重量内訳

（出典）京都市環境局：家庭ごみ細組成調査報告書（平成26年度案）

•家庭ごみでは、「食料品」や
「紙」などのバイオマスが、
残された課題といえる

•湿重量の約20%が「使い捨て
商品」・・・ティッシュや紙ふきん、
使い捨てライター、ストロー、割
り箸、カイロ、紙おむつなど

• 「もったいないごみ」も･･･食品
ごみの中でも、まったく手がつ
けられていない食べ物、まだま
だ着られる服など



高齢化＋α



使い捨て商品等の排出傾向
使い捨てカップ・トレー等
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〇湿重量
■容積



2007年11月15日ごみ展開調査（5年に一度の厨芥類調査）



2007年11月15日ごみ展開調査（5年に一度の厨芥類調査では、手つかず／食べ残し分類から）
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「食品ごみ」の内訳（H19京都市）

食品ロス
（定義には議論あり）



2007年11月ごみ展開調査（145世帯から出てきた手つかず食品）

手つかず食品は、食品ごみの約1～3割、残飯の4～7割



手付かず食品の経年比較
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2012年12月21日 約50世帯より（NHKさきどり取材協力）



2016年ごみ展開調査（約90世帯3日分）







木津川市提供 2020年11月（加茂地域、概ね66世帯）



生ごみ発生量（H27年度 農水省）





2009年10月10日NHKご近所の底力＠川崎市鷺沼地区（92袋155kg；週3回収集）



期限前 期限後1週間程度 1ヶ月程度 1年程度 2-6年

安売り

消費期限10月14日（ごみ収集日10月9日）



食品ロスの生まれる原因

ライフスタイルの変化
料理をしない
まとめ買い
忙しい

大型冷蔵庫
小家族／単身

価値観の変化
「もったいない」感喪失
安全・新鮮第一主義

流通の変化
作り手から遠い
販売競争
期限表示



食品ロスを減らすために・・・

◆個人（家庭・買い物）で
◎食品の管理
□食品収納庫数を減らす
□冷蔵庫・食品庫のこまめな管理
□期限表示だけで判断しない

□良いものを少なめに購入するように心
がける

◎買い物時の工夫
□空腹で買い物しない
□できるだけ計画的に
□パック売りを冷静に判断
□期限の早い物から購入
◎発想の転換
□スーパー・コンビニは自分の冷蔵庫・食
品庫と考え、買い込まない

□「売り切れごめん」こそ、良い店の証拠
と考え、ごひいきに

◎あるものの有効利用
□お裾わけ
◎その他
□小皿を多用
□環境負荷の高い肉類は特に無駄の
ないよう
□フードドライブへの協力 など

◆外食時や社会への働きかけ
◎外食時
□小盛りしてもらえるかの確認
□ドギーバックの利用推奨
□30・10運動（宴会での食べ残しゼロ）
など

◎その他
□期限表示の理解と口コミでの情報拡散
□フードバンクへの理解・協力 など



容器も重要



「家庭ごみ（燃やせるごみ）」の容積内訳

（出典）京都市環境局：家庭ごみ細組成調査報告書（平成26年度案）

レジ袋
プラスチック製の袋
プラスチック製のトレイ類
飲料用ペットボトル
紙パック
ダンボール箱
包装紙など

食料品

容器・包

装材
商品

使い捨て

商品

PR関係

事業所で

使用
その他 •容積の約50%は

「容器包装材」

•特に、レジ袋は、
いまだに、ごみ全
体の数%を占める





京都市提供資料

「ごみ」は社会の変化を映す鏡

京都市のごみ排出量
（100年間の推移）







1970年代 電通PRの戦略十訓
1. もっと使わせろ
2. 捨てさせろ
3. 無駄使いさせろ
4. 季節を忘れさせろ
5. 贈り物をさせろ
6. 組み合わせで買わせろ
7. きっかけを投じろ
8. 流行遅れにさせろ
9. 気安く買わせろ
10.混乱をつくりだせ



削減策≒2Rのススメ
始末の心、断捨離、ミニマリスト、

そして・・・



「ごみ」から見た「暮らし（人）」

失われる「もったいない」・「始末」
⇔利便性、価値観（消費が美徳）

物があり過ぎる・物に振り回される
→「断捨離」「ミニマリスト」

⇔供給過剰社会、物質軽視（敵視）

今も昔も？「やすもん買いの 銭失い」

「ごみ」は、包み隠さず
暮らしぶりを代弁





「清水の舞台から飛び降りる」
つもりで買い物を

江戸中期の浮世絵師、鈴木春
信の「清水舞台より飛ぶ女」

日経新聞2013/11/24

•良い物を長く
•安物10コより上等なものを1点
•特に、余裕ある世代が物を買いまくらない



足るを知る

京都龍安寺の蹲踞



ミニ検定

江戸時代、一般的に一人一日、どれくらいお米
を食べていたでしょうか？

①0.6合（茶碗2杯）
② 1合（茶碗3杯）
③ 2合（茶碗6杯）
④ 3合（茶碗10杯）
⑤ 5合（茶碗15杯）



食料100%自給自足の意味

• 江戸時代の農業の総生産高は、米に換算し
て3,000～3,500万石

• 江戸時代に、一人一年に食べる米の量は、1
石（約150kg）

• そして、江戸時代の日本の総人口は3,000～
3,500万人でほぼ一定

• つまり、「人口」×「一人あたり食料消費量」＝
「総生産量」の関係が成立し、食料自給率
100%が成立
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このままでは、地球がいくつあっても足りない･･･

• エコロジカルフットプリント：現在消費している資源の量を、それを持続可
能な形で生産できる土地・海洋面積として評価する手法

• 試算値：WWF（世界自然保護基金）発行「生きている地球レポート」 より

■2008 Report
■2012 Report





「地球家族」
家にあるものを全て出して下さい

【マリ】



【日本】



3・11震災でも痛感

2011年3月26日
仙台市



日本における物質フロー（2010年度）

約5.4億トンは
蓄積、約5.7億
トンは廃棄で、
うち約2.5億トン
が循環利用



日本における物質フロー（2000年度）

約11.1億トンは
蓄積、約6億ト
ンは廃棄で、う
ち約2.4億トン
が循環利用

【2010年】
約5.4億トンは
蓄積、約5.7億
トンは廃棄で、
うち約2.5億ト
ンが循環利用



2Rのススメ
始末の心、断捨離、ミニマリスト、

そして・・・







SDGsとは？



持続可能な開発（社会）とは？

私たちの暮らしは持続可能？



持続可能な社会・開発

• 最初の公式な使用は1987年
○“sustainable (development)”（持続可能な（開
発））

○国連環境と開発に関する世界委員会“Our 
Common Future” 通称、Brundtland（ブルント
ラント※ノルウェー）会議

• 将来世代のニーズを損なうことなく現在の世
代のニーズを満たすこと
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このままでは、地球がいくつあっても足りない･･･

• エコロジカルフットプリント：現在消費している資源の量を、それを持続可
能な形で生産できる土地・海洋面積として評価する手法

• 試算値：WWF（世界自然保護基金）発行「生きている地球レポート」 より

■2008 Report
■2012 Report





• 2015年9月に「国連持続可能な開発サミット」にて「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」採択。先進国・途上国の両方をターゲットに。

http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/



環境問題から
視たSDGs



環境問題の全体像

技術・都市のあり方

経済社会の仕組み

人間の生活・生存

人口増加

大気汚染

騒音 悪臭

振動

廃棄物
土壌汚染

水質汚染

自然破壊

地盤沈下

（地域）

オゾン層破壊

酸性雨
温暖化

途上国公害

有害廃棄物越境移動

海洋汚染

野生生物減少

自然破壊

熱帯林破壊
（地球）

（人間の健康）

（地球の健康）

農林水産資源

遺伝子

気候変動

水資源

生態系

表土

遺伝影響

心理影響

健康影響
公害

（われわれに）

（地球の健康）

紛争

大量難民

飢餓

貿易混乱

疫病

地球問題
→将来世代
→他生物
→途上国

• 環境問題とは？

• 地域環境問題

･･･典型7公害※など
• 地球環境問題

･･･9つの現象の総体
･･･3つの特徴

※水質汚濁、大気汚染、土壌汚染、
悪臭、騒音、振動、地盤沈下



SDGsのポイント
• 2000-2015年のミレニアム開発目標（MDGs；8目標）を受け、
未解決・新規課題を解決するため、2030年を目指して達成
すべき目標

• 2013年より、オープンWGを設け、世界中から様々なステー
クホルダーが集まり議論

• メインコンセプト：誰一人取り残さない →最低限の保障



毎年、各国の
進捗を評価



参考：日本のSDGs取組に対する評価（2020年）

日本の達成状況は約180か国中17位（2017年：157カ国中、11位）
出典：https://dashboards.sdgindex.org/



SDGs生活者調査（電通）2019年2月
https://dentsu-ho.com/articles/6615

• 認知率16%（うち、内容も知っている：4%）
• 学生の認知度上昇

• 6割の人が何かしら取り組み



SDGs生活者調査（電通）2020年9月
https://www.dentsu-pr.co.jp/releasestopics/news_releases/20200929.html

• 認知率約40%（うち、内容も知っている：14%）

• 若者の認知率が高い



Z世代、小学生、地域の方とSDGsで
つながる



京都大学でのSDGs（持活）実践



１日１「SDG」生活→京大プランへ













SDGs関連プロジェクト
• エコ～るど京大
〇初夏の陣における展開
〇持活プロジェクト（SDGs調査、京大式SDGs）
〇SDGs×祇園祭（「こんちきジーズ」プロジェクト）
〇SDGsショッピングモール（「つづく」プロジェクト）
〇SDGs教育プログラム開発
〇他のプロジェクトも17目標のどれかに関連

• 学内の研究・プロジェクト
◇調和ある地球社会研究（超SDGs）ライトユニット
◇京都超SDGs研究コンソーシアム
◇アウトリーチ活動（シンポジウム、セミナー、研究会）



初等・中等教育での展開例
○安朱小学校

〇京都京北小中学校
〇上高野小学校

○京都丹波スマート環境学習
○梅小路小学校
○京都大原学院
〇鉄道博物館

〇修学旅行生 ほか



安朱小学校での取り組み開始
①ミニレクチャー
②SDGsノートをつけてみよう！

名前と今日の日付を書こう！

課題１に、9月末までの課題を記
入。課題２は次回・・・

『普段の生活の中で、実践したこ
と、新たに知ったことを書く』





京都市立安朱小学校 SDGsで地域の未来を考えよう！



SDGs教育を展開してきた感想

• 「SDGs≒社会課題の体系的な整理」は、とて
も優れた視点を提供してくれる

• SDGsは、世界共通語になる
• SDGsは、特に若い世代に、世界的・社会的セ
ンスを与えてくれる

• SDGsは、誰一人取り残さず、社会課題に取り
組むチャンスを与えてくれる





SDGs KYOTO TIMES｜ 🔍



2021年5月5日(水)

15:00～17:00

SDGsには、環境・社会を網羅する
17のゴールが掲げられています。本企
画では、様々な方をメインスピーカーと
してお招きし「持続可能性・SDGs」を
テーマに、問答させて頂きます。
第４回は食ロス削減がテーマ。食品の

「もったいない」は、将来世代の存続を
危ぶむくらいの深刻さ。世代を超えて、
自分たちにできることを話し合いません
か？

京都市長
門川大作

お申込み方法

◎出演希望の小中高生：4月末までにメール（ecocheck@eprc.Kyoto-u.ac.jp）に
て名前、年齢／学年、聞きたい事項をお知らせください。当日、zoom接続できるか、京都大
学に来れる方に限ります。5月1日までに決定し連絡します。

◎ZoomやYoutubeにて視聴されたい方（年齢問わず）
こちらのフォームよりお申込みいただくか、メールにてご連絡ください。
https://forms.gle/XkoqdKM4LbgaDjPJA
★過去の問答はこちらから：https://eco.kyoto-u.ac.jp/sdgs/kyoto-times/sdgs-qa/

奈良屋記念杉本家保存
会 料理研究家（京都

の家庭料理）
杉本節子

京都府飲食業生活衛生
同業組合 理事長

（京都嵐山 廣川 店主）
牧野順二

問答に参加してくださるのは・・・

小中高生を募集！「食ロスゼロレンジャー」に挑もう！

食品ロス削減を含むSDGsの達成には、みなさ
んの力が必要です！一人でも多くの食品ロス
ゼロレンジャーの誕生が必要です。私も食品ロ
スゼロレンジャーの一人という気持ちです。一
緒にがんばりましょう！

小泉進次郎環境大臣（環境省提供）



難しい・・・

食品ロス × 誰一人取り残さない



中山間地域と
SDGs・持続可能性

（ローカルSDGs≒地域循環共生圏）



京都・中山間地域（京北）のSDGs実装

• 1300年の文化都市としての歴史を持つ京都
は、持続可能性の面でも、国内外から注目
される。

• しかし、京都市の中山間地域（京北地域）に
目を向けると、深刻な人口減少・超高齢化・
産業衰退に直面している。

• 京北地区は、平安京造都の木材を供給した
伝承をもち、都心部を支える重要な里山で
ある。今、新たな里山と都市との関係を構築
し、京北地域を維持しなければ、次の千年
の京都の在り方が危ぶまれる可能性もある。

• そこで、徹底して地域及び将来世代に寄り
添いつつ、幅広い「教育」を核に、産学公連
携で持続可能な地域モデルの構築を目指
す。

• 京都で実現しモデルを示さねばならない。

京北は北山杉の産地として有名

京北未来かがやきビジョン
（2015年策定）

既存目標：5年で150世帯増
⇒現状：4年で80世帯減

新目標（仮）：5年で
小中学校の生徒倍増 他
（強い関与人口の増加他）



京北での活動（2020年度）

SDGsお茶会（7/16）
京都京北未来かがやきビジョン
推進会議WS（10月～）

京都京北小中学校におけるSDGs教育（9月～）地元の作業・企画への参加

サイエンスアゴラ2020での里山中継
（11/18）

日本生命財団支援による研究開始（10/9）

環境省シンポ（11/10）



京北地域の全世帯を対象とした
アンケート調査の実施

• 森林に関する意識・行動を中心に、全世帯（2,029）
を対象に実施し、374件回収（武田裕希子さん修
論）

• 結果の例：

ゆれる地域の価値観



京都京北未来かがやきビジョン推進会議WS
地域の想い

第１回
2020.10.09

第２回
2020.11.12

京北の今と、
未来について
のキーワード
抽出

4テーマで未来に
ついて議論
◆創造的なつながり
＆場づくり
◆働き方
◆子育て
◆ライフ
スタイル

第３回
2020.12.15

4テーマについて
未来の実現に向け

てスタートを切るため
の議論
→農林業、ジビエ、
空家対策、移住、
教育などについ
て様々な策

第４回
2021.3.17



京都京北小中学校における
SDGs・環境教育実施支援

• 8年生（中2）ふるさと未来科・総合学習の時間
• 2021年2月19日に、地域の方々等に向けて発表
＆交流

教育を通じた地域の団結



主に京都市京北地域における
今後の取組（実践）に向けて
（京都超SDGsコンソーシアムが中心の取組）

• 地域住民や関係者との事業展開に向けた関係性構築等
の継続：活動の拠点整備等を含む

• 京都京北小中学校におけるSDGs・環境教育の発展：北桑
田高校・京都大学・全国リーダーとの連携、地域循環共
生圏に関する実践的学び

• 地域循環共生圏構築に向けた取組へ
○食品ロス削減キャンペーン
○食品ごみ循環システム構築（FS）
○1次産業（農林漁業）や「新たな暮らし方」「重要なプレー
ヤー」との連携モデル構築（FS）
→ローカルSDGsモデルとしての10次産業化＝1：原料生産
＋2：加工＋3：流通・販売＋4：循環・教育・共生



京北

木質燃料
（ペレット・チップ）

暖房機器
（ボイラ・ストーブ）

消化液
↑

生ごみバイオガス化
（小規模）

京都市

バイオガス化熱利用：温浴施設・パッションフルーツ

電力：地域電力供給

焼却＋バイオガス化

メタン：→水素→水素化バイオ燃料

畜ふん＋生ごみ
バイオガス化
（小規模）

↓
消化液

南丹市（＋京丹波町＋亀岡市）

美山

冬場の加温

夏の冷房（吸収式）

木質チップ

木質ボイラ

（回収袋）

短期成長木
↑
植林

（耕作放棄地等）

事業系生ごみ
（旅館飲食店）

廃食用油排ガス（CO2）：温室光合成富加

油糧作物栽培

発酵残渣：ペレット化堆肥

生分解プラ

（発酵残渣：ペレット化堆肥）

廃食用油
（家庭系）

間伐材・林地残材

高付加価値
フルーツ類

木材用途拡大

市街地・中山間地域の連携を促進する新インフラ（IOT、テレワーク、多様な労働・生活形態）

地域循環共生圏イメージ（例）

一次産業や地
域振興とも連
携した統合的
な取組が必要
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トトロ×ドラえもん



ご清聴ありがとうございました！


