
環境行政の動き（2006-2014）と群馬県の環境の現状

 Ⅰ　計画概要編（基本構想） Ⅱ　行動計画編 

年度 群馬県の取組 国等の動き

2006 環境ＧＳ認定制度創設群馬県流域別環境基準維持達成計画策定

2007

尾瀬国立公園誕生(29番目の国立公園)
第10次鳥獣保護事業計画策定
群馬県一般廃棄物処理マスタープラン（県広域化
計画）策定

尾瀬ビジョン策定
エコツーリズム推進法制定
第三次生物多様性国家戦略策定

2008 尾瀬学校開始 生物多様性基本法制定
京都議定書第１約束期間（～2012）

2009 群馬県地球温暖化防止条例制定群馬県土壌汚染対策専門家会議設置
尾瀬国立公園シカ管理方針策定
生物多様性国家戦略2010策定

2010

環境基本計画(2006-2015)中間見直し
群馬県地球温暖化対策実行計画（2011-2020）
策定
群馬県循環型社会づくり推進計画策定

生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)開催
生物多様性地域連携促進法制定
東日本大震災・福島第一原子力発電所事故発生

2011 第11次鳥獣保護事業計画策定群馬県バイオマス活用推進計画策定
放射性物質汚染対処特別措置法制定
環境教育等促進法改正

2012
群馬県レッドデータブック改訂
渡良瀬遊水地ラムサール条約湿地登録
電源群馬プロジェクト開始

生物多様性国家戦略2012-2020策定

2013
群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例
制定
群馬県次世代自動車充電インフラ整備ビジョン策定

2014
ぐんま緑の県民基金事業の創設
群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例制定
群馬県環境学習等推進行動計画策定

地域自然資産法制定

温室効果ガス

平成25年度の県内の温室効果ガス排出量は
18,699千t-CO2で、東日本大震災後のエネル
ギー情勢の変化により、電力１kWh当たりの二
酸化炭素排出量が増えているため、震災後は二
酸化炭素の排出量の削減が進んでいません。

温室効果ガスの県内排出量と
一人当たり二酸化炭素排出量の推移
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Ⅲ　森林環境の保全

Ⅳ　生活環境の保全と創造

Ⅴ　持続可能な循環型社会づくり 

●森林ボランティア活動や森林学習会などへ参加します。

●自分の所有する森林に関心を持ち、手入れをします。

●住宅建築などで県産材の利用に努めます。
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を設置します。

●浄化槽の維持管理をします。

●家の排水を下水道などに接続します。

●テレビ、楽器の音量やペットの鳴き声などの騒音に気をつけます。

●使用済乾電池、蛍光灯、バッテリーなどの有害ごみの分別を徹底します。

● 洗剤、医薬品など家庭生活における化学製品を適正に使用・管理します。

●ポイ捨てをなくし、身近な環境美化に努めます。

●庭やベランダなどを積極的に緑化します。

●農林産物を購入するときは、地元で収穫された旬のものを積極的に

　選ぶ「地産地消」を実践します。

●身近な里地・里山の手入れをします。

●買いすぎ、食事の作りすぎに注意して、ごみをできるだけ出さないようにします。

●エコ・クッキングに努めます。

●生ごみの水切り、堆
たい

肥
ひ

化を実践します。

●買い物袋（マイバッグ）を持参し、レジ袋は辞退します。

●使い捨て商品や過剰包装商品の使用を控えます。

●リユース品やリサイクル品を積極的に購入します。

●使い終わった食品トレーやペットボトルは、ごみではなく、リサイクル用に回収してもらいます。

●市町村が設定する分別区分に応じたごみの分別排出を徹底します。

●小型家電リサイクル法対象の使用済小型家電製品は、市町村の回収に出します。

2 11


