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刊行に当たって

環境大臣

令和4年版の環境白書をここに刊行します。

昨年開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）は、長年の懸案であったパリ
協定6条（市場メカニズム）のルールについて、我が国が行った提案がベースとなって合意が成立し、
さらに産業革命前と比較して気温上昇を1.5℃に抑えることの重要性が強調された歴史的な会議となり
ました。引き続き、2050年カーボンニュートラル、2030年度に温室効果ガスを46％削減、さらに
50％の高みに向けて挑戦を続けてまいります。特に、2030年までの10年間は「勝負の10年」である
との意気込みを持って、脱炭素とともに、資源循環と自然共生が同時に実現される新たな経済社会の実
現を目指してまいります。
岸田政権の掲げる新しい資本主義を実現するに当たって、最大の課題の一つは気候変動問題です。そ

してウクライナ情勢等、現下の世界の情勢を踏まえると、我が国において再生可能エネルギーの導入や
省エネの徹底を更に加速させることが喫緊の課題です。
このため、まずは環境省において2030年にいち早く脱炭素を実現する「脱炭素先行地域」の第1弾

として、26地域を選定しました。加えて、こうした取組を支援する「地域脱炭素移行・再エネ推進交
付金」や、民間資金を呼び込むための出資制度を創設します。海外においても、二国間クレジット制度
（JCM）を通じて途上国をはじめとする世界各国の温室効果ガスの排出削減促進の取組を推進し、国内
外で「脱炭素ドミノ」を起こしてまいります。
今年の1月より環境副大臣や環境大臣政務官5名で全国47都道府県を行脚し、地域脱炭素化や環境

政策について各自治体や事業者等と意見交換を行ってきました。地域の皆様の様々な声を伺う中で、
2050年カーボンニュートラルに向けたイノベーションこそが鍵であり、「脱炭素を制する者は、次の
時代を制する」との確信を抱いております。こうした考えの下、経済社会を変革するグランドデザイン
の策定を進めております。
また、東日本大震災・原発事故からの復興はこれからも最重要課題です。環境省は引き続き、除染や

中間貯蔵施設事業等を着実に実施するとともに、福島県内除去土壌等の中間貯蔵開始後30年以内の県
外最終処分に向けて、再生利用等に関する全国での理解醸成活動を更に展開していきます。また、福島
の復興を一層進めるため未来志向の取組を推進します。加えて、A

アル プ ス
LPS処理水に係る海域モニタリング

を強化・拡充してまいります。

この白書が、2030年までの勝負の10年における脱炭素化への新たなスタートとなることを願って
います。
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は　し　が　き
　この白書は、第208回国会に提出された以下に掲げる報告及び文書をまとめたものです。

１　環境基本法第12条の規定に基づく
　　（1）「令和3年度環境の状況」
　　（2）「令和4年度環境の保全に関する施策」

２　循環型社会形成推進基本法第14条の規定に基づく
　　（1）「令和3年度循環型社会の形成の状況」
　　（2）「令和4年度循環型社会の形成に関する施策」

３　生物多様性基本法第10条の規定に基づく
　　（1）「令和3年度生物の多様性の状況」
　　（2）「令和4年度生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策」

◆	 	年（年度）の表記は、原則として西暦を使用し、公的文書の引用等の場合は
和暦を使用しています。

◆	 	「年」とあるものは暦年（1月から12月）を、「年度」とあるものは会計年度
（4月から翌年3月）を指しています。

◆	 	単位の繰上げは、原則として、四捨五入によっています。単位の繰上げによ
り、内数の数値の合計と、合計欄の数値が一致しないことがあります。

◆	 	構成比（％）についても、単位の繰上げのため合計が100とならない場合が
あります。

◆	 	本白書に記載した地図は、我が国の領土を網羅的に記したものではありません。

◆	 	原典が外国語で記されている資料については、環境省仮訳が含まれます。

◆	 	企業名については、原則として「株式会社」の記述を省略しています。

凡例
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令和 4 年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書についての
ご意見・ご感想又はお問合せは、下記宛てにご連絡ください。

1ページから104ページまで 環境省大臣官房環境計画課
181ページから270ページまで 　（電話 03-3581-3351 内線5608）
291ページから334ページまで 　（E-mail：hakusho@env.go.jp）

135ページから180ページまで 環境省環境再生・資源循環局総務課循環型社会推進室
281ページから290ページまで 　（電話 03-3581-3351 内線5216）

　（E-mail：junkan@env.go.jp）

105ページから134ページまで 環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性戦略推進室
271ページから280ページまで 　（電話 03-3581-3351 内線6488）

　（E-mail：NBSAP@env.go.jp）

環境省公式SNSのご案内
下記のQRコード®にアクセスしますと、環境省の日々の様々な活動や各種施策を簡単に閲覧
することができます。

環境省公式ホームページ ▶

環境省Twitter公式アカウント ▶

環境省Facebook公式アカウント ▶

環境省LINE公式アカウント ▶

環境省YouTube公式チャンネル ▶
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3　全国レベルでの災害廃棄物広域連携体制の構築	------------------------------------------------174

第7節　適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進	---------------------------------174
1　適正な国際資源循環体制の構築	------------------------------------------------------------------174
2　循環産業の海外展開の推進	-----------------------------------------------------------------------176

第8節　循環分野における基盤整備	-----------------------------------------------------------------------176
1　循環分野における情報の整備	---------------------------------------------------------------------176
2　循環分野における技術開発、最新技術の活用と対応	-------------------------------------------178
3　循環分野における人材育成、普及啓発等	--------------------------------------------------------179
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第4章　水環境、土壌環境、地盤環境、海洋環境、大気環境の保全に関する取組	 181
第1節　健全な水循環の維持・回復	-----------------------------------------------------------------------181
1　流域における取組	---------------------------------------------------------------------------------181
2　森林、農村等における取組	-----------------------------------------------------------------------181
3　水環境に親しむ基盤づくり	-----------------------------------------------------------------------181

第2節　水環境の保全	---------------------------------------------------------------------------------------182
1　環境基準の設定、排水管理の実施等	-------------------------------------------------------------182
2　湖沼	-------------------------------------------------------------------------------------------------185
3　閉鎖性海域	-----------------------------------------------------------------------------------------186
4　汚水処理施設の整備	-------------------------------------------------------------------------------187
5　地下水	----------------------------------------------------------------------------------------------189

第3節　アジアにおける水環境保全の推進	----------------------------------------------------------------189
1　アジア水環境パートナーシップ（WEPA）	------------------------------------------------------189
2　アジア水環境改善モデル事業	---------------------------------------------------------------------189

第4節　土壌環境の保全	------------------------------------------------------------------------------------190
1　土壌環境の現状	------------------------------------------------------------------------------------190
2　環境基準等の見直し	-------------------------------------------------------------------------------191
3　市街地等の土壌汚染対策	--------------------------------------------------------------------------191
4　農用地の土壌汚染対策	----------------------------------------------------------------------------192

第5節　地盤環境の保全	------------------------------------------------------------------------------------192
第6節　海洋環境の保全	------------------------------------------------------------------------------------193
1　海洋ごみ対策	---------------------------------------------------------------------------------------193
2　海洋汚染の防止等	---------------------------------------------------------------------------------194
3　生物多様性の確保等	-------------------------------------------------------------------------------195
4　沿岸域の総合的管理	-------------------------------------------------------------------------------195
5　気候変動・海洋酸性化への対応	------------------------------------------------------------------195
6　海洋の開発・利用と環境の保全との調和	--------------------------------------------------------195
7　海洋環境に関するモニタリング・調査研究の推進	---------------------------------------------196
8　監視取締りの現状	---------------------------------------------------------------------------------196

第7節　大気環境の保全	------------------------------------------------------------------------------------197
1　大気環境の現状	------------------------------------------------------------------------------------197
2　窒素酸化物・光化学オキシダント・PM2.5等に係る対策	---------------------------------------201
3　アジアにおける大気汚染対策	---------------------------------------------------------------------205
4　多様な有害物質による健康影響の防止	----------------------------------------------------------206
5　地域の生活環境保全に関する取組	---------------------------------------------------------------207

第5章　包括的な化学物質対策に関する取組	 213
第1節　化学物質のリスク評価の推進及びライフサイクル全体のリスクの削減	----------------------213
1　化学物質の環境中の残留実態の現状	-------------------------------------------------------------213
2　化学物質の環境リスク評価	-----------------------------------------------------------------------214
3　化学物質の環境リスクの管理	---------------------------------------------------------------------214
4　ダイオキシン類問題への取組	---------------------------------------------------------------------216
5　農薬のリスク対策	---------------------------------------------------------------------------------218
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第2節　化学物質に関する未解明の問題への対応	--------------------------------------------------------218
1　子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）の推進	------------------------------218
2　化学物質の内分泌かく乱作用問題に係る取組	---------------------------------------------------219

第3節　化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進	-------------------------------------------220
第4節　化学物質に関する国際協力・国際協調の推進	---------------------------------------------------220
1　国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ（S

サ イ カ ム
AICM）---------------------------------220

2　国連の活動	-----------------------------------------------------------------------------------------220
3　水銀に関する水俣条約	----------------------------------------------------------------------------221
4　OECDの活動	--------------------------------------------------------------------------------------221
5　諸外国の化学物質規制の動向を踏まえた取組	---------------------------------------------------222

第5節　国内における毒ガス弾等に係る対策	-------------------------------------------------------------222
1　個別地域の事案	------------------------------------------------------------------------------------222
2　毒ガス情報センター	-------------------------------------------------------------------------------223

第6章　各種施策の基盤となる施策及び国際的取組に係る施策	 224
第1節　政府の総合的な取組	-------------------------------------------------------------------------------224
1　環境基本計画	---------------------------------------------------------------------------------------224
2　環境保全経費	---------------------------------------------------------------------------------------224
3　予防的な取組方法の考え方に基づく環境施策の推進	-------------------------------------------224
4　SDGsに関する取組の推進	-----------------------------------------------------------------------224
5　東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした取組の推進	----------------------226

第2節　グリーンな経済システムの構築	------------------------------------------------------------------226
1　企業戦略における環境ビジネスの拡大・環境配慮の主流化	-----------------------------------226
2　金融を通じたグリーンな経済システムの構築	---------------------------------------------------228
3　グリーンな経済システムの基盤となる税制	-----------------------------------------------------229

第3節　技術開発、調査研究、監視・観測等の充実等	---------------------------------------------------230
1　環境分野におけるイノベーションの推進	--------------------------------------------------------230
2　官民における監視・観測等の効果的な実施	-----------------------------------------------------234
3　技術開発などに際しての環境配慮等	-------------------------------------------------------------237

第4節　国際的取組に係る施策	----------------------------------------------------------------------------237
1　地球環境保全等に関する国際協力の推進	--------------------------------------------------------237

第5節　地域づくり・人づくりの推進	---------------------------------------------------------------------244
1　国民の参加による国土管理の推進	---------------------------------------------------------------244
2　持続可能な地域づくりのための地域資源の活用と地域間の交流等の促進	--------------------245
3　環境教育・環境学習等の推進と各主体をつなぐネットワークの構築・強化	-----------------247

第6節　環境情報の整備と提供・広報の充実	-------------------------------------------------------------249
1　EBPM推進のための環境情報の整備	-------------------------------------------------------------249
2　利用者ニーズに応じた情報の提供	---------------------------------------------------------------249

第7節　環境影響評価	---------------------------------------------------------------------------------------249
1　環境影響評価の総合的な取組の展開	-------------------------------------------------------------249
2　質が高く効率的な環境影響評価制度の実施	-----------------------------------------------------250

第8節　環境保健対策	---------------------------------------------------------------------------------------251
1　放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策	---------------------------------------------------251
2　健康被害の補償・救済及び予防	------------------------------------------------------------------252

第9節　公害紛争処理等及び環境犯罪対策	----------------------------------------------------------------258
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1　公害紛争処理等	------------------------------------------------------------------------------------258
2　環境犯罪対策	---------------------------------------------------------------------------------------260

VIII
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第1章　地球環境の保全	 265
第1節　地球温暖化対策	------------------------------------------------------------------------------------265
1　研究の推進、監視・観測体制の強化による科学的知見の充実	---------------------------------265
2　脱炭素社会の実現に向けた政府全体での取組の推進	-------------------------------------------265
3　エネルギー起源CO2の排出削減対策	------------------------------------------------------------266
4　エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスの排出削減対策	-------------------------------------267
5　森林等の吸収源対策、バイオマス等の活用	-----------------------------------------------------267
6　国際的な地球温暖化対策への貢献	---------------------------------------------------------------267
7　横断的施策	-----------------------------------------------------------------------------------------267
8　公的機関における取組	----------------------------------------------------------------------------268

第2節　気候変動の影響への適応の推進	------------------------------------------------------------------269
1　気候変動の影響等に関する科学的知見の集積	---------------------------------------------------269
2　国における適応の取組の推進	---------------------------------------------------------------------269
3　地域等における適応の取組の推進	---------------------------------------------------------------270

第3節　オゾン層保護対策等	-------------------------------------------------------------------------------270

第2章　生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組	 271
第1節　生物多様性条約COP15及び生物多様性国家戦略	----------------------------------------------271
第2節　生物多様性の主流化に向けた取組の強化	--------------------------------------------------------271
1　多様な主体の参画	---------------------------------------------------------------------------------271
2　生物多様性に配慮した企業活動の推進	----------------------------------------------------------271
3　自然とのふれあいの推進	--------------------------------------------------------------------------271

第3節　生物多様性保全と持続可能な利用の観点から見た国土の保全管理	----------------------------272
1　生態系ネットワークの形成	-----------------------------------------------------------------------272
2　重要地域の保全	------------------------------------------------------------------------------------272
3　自然再生	--------------------------------------------------------------------------------------------274
4　里地里山の保全活用	-------------------------------------------------------------------------------274
5　木質バイオマス資源の持続的活用	---------------------------------------------------------------274
6　都市の生物多様性の確保	--------------------------------------------------------------------------274

第4節　海洋における生物多様性の保全	------------------------------------------------------------------274
第5節　野生生物の適切な保護管理と外来種対策の強化	------------------------------------------------275
1　絶滅のおそれのある種の保存	---------------------------------------------------------------------275
2　野生鳥獣の保護管理	-------------------------------------------------------------------------------275
3　外来種対策	-----------------------------------------------------------------------------------------275
4　遺伝子組換え生物対策	----------------------------------------------------------------------------276
5　動物の愛護及び適正な管理	-----------------------------------------------------------------------276

第6節　持続可能な利用	------------------------------------------------------------------------------------276
1　持続可能な農林水産業	----------------------------------------------------------------------------276
2　エコツーリズムの推進	----------------------------------------------------------------------------277

令和4年度　環境の保全に関する施策
令和4年度　循環型社会の形成に関する施策
令和4年度　�生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策

IX
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第7節　国際的取組	-----------------------------------------------------------------------------------------277
1　生物多様性に関する世界目標への貢献	----------------------------------------------------------277
2　生物多様性及び生態系サービスに関する科学と政策のインターフェースの強化	------------277
3　二次的自然環境における生物多様性の保全と持続可能な利用・管理の促進	-----------------277
4　アジア保護地域パートナーシップの推進	--------------------------------------------------------277
5　森林の保全と持続可能な経営の推進	-------------------------------------------------------------277
6　砂漠化対策の推進	---------------------------------------------------------------------------------278
7　南極地域の環境の保護	----------------------------------------------------------------------------278
8　サンゴ礁の保全	------------------------------------------------------------------------------------278
9　生物多様性関連諸条約の実施	---------------------------------------------------------------------278

第8節　生物多様性及び生態系サービスの把握	----------------------------------------------------------278
1　自然環境データの整備・提供・利活用の推進	---------------------------------------------------278
2　放射線による野生動植物への影響の把握	--------------------------------------------------------278
3　生物多様性及び生態系サービスの総合評価	-----------------------------------------------------279
4　生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）及び気候変動適応策（EbA）の推進-----------279

第3章　循環型社会の形成	 281
第1節　持続可能な社会づくりとの統合的取組	----------------------------------------------------------281
第2節　多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化	----------------------------------------------281
第3節　ライフサイクル全体での徹底的な資源循環	-----------------------------------------------------282
1　プラスチック	---------------------------------------------------------------------------------------283
2　バイオマス（食品、木など）	----------------------------------------------------------------------283
3　ベースメタルやレアメタル等の金属	-------------------------------------------------------------283
4　土石・建設材料	------------------------------------------------------------------------------------283
5　温暖化対策等により新たに普及した製品や素材	------------------------------------------------283

第4節　適正処理の更なる推進と環境再生	----------------------------------------------------------------284
1　適正処理の更なる推進	----------------------------------------------------------------------------284
2　廃棄物等からの環境再生	--------------------------------------------------------------------------285
3　東日本大震災からの環境再生	---------------------------------------------------------------------285

第5節　万全な災害廃棄物処理体制の構築	----------------------------------------------------------------286
1　地方公共団体レベルでの災害廃棄物対策の加速化	---------------------------------------------286
2　地域レベルでの災害廃棄物広域連携体制の構築	------------------------------------------------286
3　全国レベルでの災害廃棄物広域連携体制の構築	------------------------------------------------287

第6節　適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進	---------------------------------287
1　適正な国際資源循環体制の構築	------------------------------------------------------------------287
2　循環産業の海外展開の推進	-----------------------------------------------------------------------288

第7節　循環分野における基盤整備	-----------------------------------------------------------------------288
1　循環分野における情報の整備	---------------------------------------------------------------------288
2　循環分野における技術開発、最新技術の活用と対応	-------------------------------------------288
3　循環分野における人材育成、普及啓発等	--------------------------------------------------------288

第4章　水環境、土壌環境、地盤環境、海洋環境、大気環境の保全に関する取組	 291
第1節　健全な水循環の維持・回復	-----------------------------------------------------------------------291
1　流域における取組	---------------------------------------------------------------------------------291
2　森林、農村等における取組	-----------------------------------------------------------------------291
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3　水環境に親しむ基盤づくり	-----------------------------------------------------------------------292
第2節　水環境の保全	---------------------------------------------------------------------------------------292
1　環境基準の設定、排水管理の実施等	-------------------------------------------------------------292
2　湖沼	-------------------------------------------------------------------------------------------------293
3　閉鎖性海域	-----------------------------------------------------------------------------------------293
4　汚水処理施設の整備	-------------------------------------------------------------------------------293
5　地下水	----------------------------------------------------------------------------------------------294

第3節　アジアにおける水環境保全の推進	----------------------------------------------------------------294
第4節　土壌環境の保全	------------------------------------------------------------------------------------294
1　市街地等の土壌汚染対策	--------------------------------------------------------------------------294
2　農用地の土壌汚染対策	----------------------------------------------------------------------------294

第5節　地盤環境の保全	------------------------------------------------------------------------------------294
第6節　海洋環境の保全	------------------------------------------------------------------------------------295
1　海洋ごみ対策	---------------------------------------------------------------------------------------295
2　海洋汚染の防止等	---------------------------------------------------------------------------------295
3　生物多様性の確保等	-------------------------------------------------------------------------------295
4　沿岸域の総合的管理	-------------------------------------------------------------------------------295
5　気候変動・海洋酸性化への対応	------------------------------------------------------------------296
6　海洋の開発・利用と環境の保全との調和	--------------------------------------------------------296
7　海洋環境に関するモニタリング・調査研究の推進	---------------------------------------------296

第7節　大気環境の保全	------------------------------------------------------------------------------------296
1　窒素酸化物・光化学オキシダント・PM2.5等に係る対策	---------------------------------------296
2　アジアにおける大気汚染対策	---------------------------------------------------------------------297
3　多様な有害物質による健康影響の防止	----------------------------------------------------------298
4　地域の生活環境保全に関する取組	---------------------------------------------------------------298

第5章　包括的な化学物質対策に関する取組	 300
第1節　化学物質のリスク評価の推進及びライフサイクル全体のリスクの削減	----------------------300
第2節　化学物質に関する未解明の問題への対応	--------------------------------------------------------301
第3節　化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進	-------------------------------------------302
第4節　化学物質に関する国際協力・国際協調の推進	---------------------------------------------------302
第5節　国内における毒ガス弾等に係る対策	-------------------------------------------------------------302

第6章　各種施策の基盤となる施策及び国際的取組に係る施策	 303
第1節　政府の総合的な取組	-------------------------------------------------------------------------------303
1　環境基本計画	---------------------------------------------------------------------------------------303
2　環境保全経費	---------------------------------------------------------------------------------------303

第2節　グリーンな経済システムの構築	------------------------------------------------------------------303
1　企業戦略における環境ビジネスの拡大・環境配慮の主流化	-----------------------------------303
2　金融を通じたグリーンな経済システムの構築	---------------------------------------------------304
3　グリーンな経済システムの基盤となる税制	-----------------------------------------------------304

第3節　技術開発、調査研究、監視・観測等の充実等	---------------------------------------------------305
1　環境分野におけるイノベーションの推進	--------------------------------------------------------305
2　官民における監視・観測等の効果的な実施	-----------------------------------------------------307
3　技術開発などに際しての環境配慮等	-------------------------------------------------------------307
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第4節　国際的取組に係る施策	----------------------------------------------------------------------------307
1　地球環境保全等に関する国際協力の推進	--------------------------------------------------------307

第5節　地域づくり・人づくりの推進	---------------------------------------------------------------------309
1　国民の参加による国土管理の推進	---------------------------------------------------------------309
2　持続可能な地域づくりのための地域資源の活用と地域間の交流等の促進	--------------------310
3　環境教育・環境学習等の推進と各主体をつなぐネットワークの構築・強化	-----------------311

第6節　環境情報の整備と提供・広報の充実	-------------------------------------------------------------312
1　EBPM推進のための環境情報の整備	-------------------------------------------------------------312
2　利用者ニーズに応じた情報の提供	---------------------------------------------------------------312

第7節　環境影響評価	---------------------------------------------------------------------------------------313
1　環境影響評価の総合的な取組の展開	-------------------------------------------------------------313
2　質が高く効率的な環境影響評価制度の実施	-----------------------------------------------------313

第8節　環境保健対策	---------------------------------------------------------------------------------------313
1　放射線に係る住民の健康管理・健康不安対策	---------------------------------------------------313
2　健康被害の補償・救済及び予防	------------------------------------------------------------------314

第9節　公害紛争処理等及び環境犯罪対策	----------------------------------------------------------------314
1　公害紛争処理等	------------------------------------------------------------------------------------314
2　環境犯罪対策	---------------------------------------------------------------------------------------315
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コラム	 私たちの生活への影響	------------------------------------------------------------------------------------------8
コラム	 ノーベル物理学賞受賞の眞鍋氏の研究	---------------------------------------------------------------------- 10
事 例	 自然関連財務情報開示タスクフォース	

（TNFD：Task	force	on	Nature-related	Financial	Disclosures）	---------------------------------- 11
コラム	 COP26をきっかけとした世界の動き	---------------------------------------------------------------------- 14
コラム	 若者世代との意見交換	---------------------------------------------------------------------------------------- 18
コラム	 サステナブルファイナンスに向けたEUの動向	------------------------------------------------------------ 24
コラム	 グリーンイノベーション	------------------------------------------------------------------------------------- 25
事 例	 ヒアリの定着を防ぐ－水際対策の強化へ－	---------------------------------------------------------------- 32
事 例	 利用者負担による保全の仕組みづくり	---------------------------------------------------------------------- 34
事 例	 小規模分散型水循環の構築に向けて（WOTA）	----------------------------------------------------------- 36
事 例	 日本一の森林率84％をブランディングする（NPO法人84プロジェクト）----------------------------- 40
コラム	 自然を傷つけない屋根上太陽光発電とグリーンテックで環境に優しいエネルギー循環の実現	

（アイ・グリッド・ソリューションズ）	-------------------------------------------------------------------- 41
コラム	 Jリーグとの連携	---------------------------------------------------------------------------------------------- 42
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2021
3月1月 2月

特集

2 2021年度 環境行政の主なトピックス

自然公園法の一部を改正する法律　成立
4月23日

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　成立

5月26日

瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を
改正する法律　成立

6月3日

プラスチックに係る資源循環の促進等に
関する法律　成立

6月4日 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
閣議決定
第208回国会に提出

2月8日

・パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略　閣議決定
・地球温暖化対策計画　閣議決定
・気候変動適応計画　閣議決定
・第六次エネルギー基本計画　閣議決定
・政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため
実行すべき措置について定める計画　閣議決定

・日本のNDC（国が決定する貢献）　地球温暖化対策推進本部決定

10月22日

特定外来生物による生態
系等に係る被害の防止に
関する法律の一部を改正
する法律案　閣議決定
第208回国会に提出

3月1日

10月30日-31日

G20ローマ・サミット

10月31日-11月13日

国連気候変動枠組条約
第26回締約国会議（COP26）

10月11日-15日

生物多様性条約
第15回締約国会議
（COP15）第一部開催

2月28日-3月2日

第5回国連環境総会再開セッション
（UNEA-5.2）

2月28日

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
第6次評価報告書第Ⅱ作業部会報告書公表

4月4日

気候変動に関する
政府間パネル（IPCC）
第6次評価報告書
第Ⅲ作業部会報告書公表

4月22日-23日

米国主催気候サミット
6月11日-13日

G7コーンウォール・サミット
8月9日

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
第6次評価報告書第Ⅰ作業部会報告書公表

World Topics

※一部略称表記

G7気候・環境大臣会合
5月20日-21日

資料：環境省

国・地方脱炭素実現会議において地域脱炭素ロードマップ策定
6月9日

資料：首相官邸ホームページ

G20環境大臣会合及び気候・エネルギー大臣会合
7月22日-23日

資料：環境省

生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）第一部
10月11日-15日

資料：環境省

国連気候変動枠組条約第26回締約国会議
（COP26）

10月31日-11月13日

資料：UNFCCC事務局配信動画より
環境省作成

資料：環境省

「脱炭素」「循環経済」「分散・自然共生」という
多角的かつ、相関している３つのアプローチから
グリーン社会の実現を目指す
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