
第２次鳥取県環境基本計画の策定の考え方（答申案）
環境立県推進課

１ 策定する理由

平成１７年２月に改定した基本計画の目標年度（平成２２年度末）満了に伴い、目標到達状況及び昨今

の環境を取巻く状況や経済・社会情勢の変化及び科学技術の進展などに柔軟に対応するため、計画の

見直しを行う。

２ 環境を取巻く現状と課題

（１）国際情勢

温暖化問題、資源の枯渇、生態系の破壊に加え、経済状況の悪化等に伴う将来への不安等に対

する危機感の高まりを背景とした「持続可能な社会づくり」に対する機運の一層の高まり。

背景：京都議定書収束期間（2008～2012）の開始とポスト京都議定書を睨んだ国際間の牽制

国際的な金融危機を契機としたグリーンニューディール政策の推進

科学技術の進展と希少資源の重要性

生物多様性の保全機運の高まり（名古屋市でのＣＯＰ１０における国際合意）

（２）国内情勢

平成１８年 ４月 「第３次環境基本計画」を閣議決定（循環型社会・自然共生社会・低炭素社会

の三つの社会の統合的取組を提示）

平成１９年１１月 「第３次生物多様性国家戦略」の閣議決定（３つの危機（乱開発、里山の縮小、

外来生物）と４つの基本戦略を定義）

平成２０年 ３月 「第２次循環型社会形成推進基本計画」の閣議決定

平成２０年 ６月 「生物多様性基本法」の制定

平成２１年１２月 ＣＯＰ１５における「コペンハーゲン合意」に賛同し、１９９０年比２５％削

減（全ての主要国による国際枠組みへの参加などが前提）の削減目標を提出

平成２２年 ３月 「生物多様性国家戦略 2010」の策定・・・３つの危機に加え、地球温暖化の

観点を追加、中長期目標を設定

平成２３年 ３月 東日本大震災

平成２３年 ９月 ２５％削減目標や排出量取引を規定した「地球温暖化対策基本法」が審議中（過

去、２度廃案）

（３）県内の情勢

①前計画改定以降の行政運営方針、環境関連条例等の状況

総合 ・実行計画「環境先進県に向けた次世代プログラム」の策定（H20.5）
連携・協働 ・とっとり環境ネットワークの設立（H17.6）

循環型社会

・鳥取県石綿健康被害防止条例の制定（H17.10）
・鳥取県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整などに関する条例の制定（H17.12）

・鳥取県廃棄物処理計画（第６次）の策定（H19.3）

自然共生

・中海、ラムサール条約湖沼に登録（H17.11）
・東郷池水質管理計画の策定（H19.3）
・日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例の制定（H20.10）
・「中海に係る湖沼水質保全計画（第５期）」の策定（H22.3）
・中海会議の設立（H22.4）
・湖山池会議の設立（H22.8）
・山陰海岸、世界ジオパークネットワークへの加盟が承認（H22.10）

景観 ・鳥取県景観形成条例の制定（H19.3）

地球環境

・北東アジアサミットにおける「環境交流宣言」の採択（H19.10）
・鳥取県地球温暖化対策条例の制定（H21.3）
・鳥取県地球温暖化防止活動推進センターの指定（H22.6）

その他

・基本構想「鳥取県の将来ビジョン」の策定（H20.12）
・とっとり発グリーンニューディール戦略の策定（H21.9）
・鳥取県経済成長戦略の策定（H22.4）



②前計画における目標と評価

基本計画の施策の実施状況について、実行計画（次世代プログラム）及び鳥取県の将来ビジョン

等の目標指標に基づき進捗状況を評価した結果は次のとおり。

基本方針 評価結果

すべての主体の連携・

協働による環境立県

・こどもエコクラブ等の環境学習への取組みは着実に伸びている

・ＴＥＡＳの普及や環境配慮活動に取組む県民は増加

・環境保全に取組むＮＰＯ団体の活動が定着しつつある

・マイバッグ持参は徐々に進みつつあるが、レジ袋の辞退やアイドリング

ストップ認証の普及等に係る県民運動としての盛上りは今ひとつ

【環境保全のために自ら考え行動する人づくりをより推進する必要がある】

循環を基調とする社会

経済システムの実現

・一般廃棄物は、市町村のごみ袋の有料化や生ごみの資源化の取組等によ

り、排出量は着実に減少し、リサイクル率は順調に向上

・産業廃棄物は、民間の建設工事の増加等により排出量は増加したがリサ

イクル率は廃プラスチック類の燃料化が進んだこと等により順調に向上

・リサイクルビジネスに取組む企業数、グリーン商品の認定数は順調に増

加

・廃棄物の適正処理については、引き続き不法投棄防止対策等を講じてい

くことが必要

【一定の成果は出ているが、循環型社会の実現に向けて一層の取組み推進が必要】

自然と人間の共生の確

保

・県内の三大湖沼について、住民が参画する水質浄化活動は増えているが、

水質は横這い傾向にあり、環境目標は未達成

・中海一斉清掃も定着し、鳥取砂丘におけるボランティア除草の取組みは

徐々に増えている

・有機栽培面積は増加

・里地里山の荒廃と鳥獣被害の深刻化

【自然環境のもたらす恵みを将来にわたって持続的に利用するため、自然の持つ

多面的な機能の維持と質の回復・向上等を図ることが必要】

快適な環境・美しい景

観の保全と創造

・景観まちづくり活動に取り組む団体数、地域資源を活用したまちづくり

実施地区数は順調に増加しているが、さらに取組みを促進していく必要

がある

・「鏝絵・まなこ壁」を通じて県内に在する地域資源への認識が高まった

・「鳥取鹿野地区」、「智頭宿」、「倉吉打吹地区」、「米子旧加茂川・寺町周辺」

など、地域の景観・歴史的資源を活かした街なみが形成されつつある

【歴史的・文化的な建造物や街なみの保全・活用には・住民参加・多様な主体の

協働連携による持続可能な景観まちづくりの取組みが必要】

地球環境保全に向けた

活動の推進と国際連携

・ＣＯ２排出量は近年横ばいか減少傾向にあるが、1990年度比では家庭（マ
イカーを含む）、店舗、事務所等での増加が著しい

・大型風力発電の稼動、太陽光発電導入支援により自然エネルギーの普及

は順調に伸びてきたが、今後の拡大には目処が立っていない。

・ＣＯ２の吸収源として森林の活用が見直され、Ｊ－ＶＥＲ（国内の森林

整備等のプロジェクトにより実現された温室効果ガス吸収量等をクレ

ジット（排出権）として認証する制度）などの取組みが進みつつある。

・北東アジア地域と協力し、環境問題の解決に向け協力していく下地作り

はできたが、具体的な成果はまだ出ていない。

【温室効果ガス削減の新たな目標の達成に向け、新たな技術導入などの取組みが

必要】



２ 第２次環境基本計画で定める事項

（１）計画の目標及び施策の方向

・ 基本条例の理念及び県の総合計画（鳥取県の将来ビジョン）を踏まえ、基本的方向性を規定。

・ 基本的な考え方や構成は前基本計画を活かしつつ、東日本大震災を契機としたエネルギー政策

の見直し等を踏まえ、「エネルギーシフト」や「循環社会」、「環境実践の展開」の視点を重視す

ることとし、また、新たに「安全・安心」の視点を加えた６目標として再構成。

・ 目標に基づき展開する施策については、これまでの目標達成状況及び環境を取巻く現在の状況

や社会情勢の変化、将来ビジョン等を考慮し次ぎのとおり修正する。

○計画の基本的方向（案）

『ＮＰＯや地域・企業などと連携・協働して、全国をリードする

環境実践「とっとり環境イニシアティブ」に取り組む』

「エネルギーシフト」「循環社会」「環境実践の展開」「安全・安心」「自然共生」「景観・快適さ」 

現状計画の目標及び施策の方向性 次期計画（案）の目標及び施策の方向性

Ⅰ すべての主体の連携・協働による環境立県

①環境教育・学習の推進

②環境配慮活動の推進

③環境立県県民運動の推進

④大学との連携

[エネルギーシフト]

Ⅰ エネルギーシフトの率先的な取組み

①エネルギーシフト戦略の検討

②温室効果ガス削減に向けた再生可能エネルギー

の導入加速

③スマートタウンの推進（新エネルギーを導入し

情報技術を駆使してエネルギーを融通しあう

街） 
④再生可能エネルギー導入に併せた新たな仕組み

や技術の創出

Ⅱ 循環を基調とする社会経済システムの実現

①廃棄物の減量化、リサイクル、適正管理

②環境産業の振興、環境産業クラスターの形成

③大気・水・土壌環境の保全

④環境ホルモンなど化学物質の適正管理

[循環社会]

Ⅱ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する

社会経済システムの実現

①４Ｒ社会の実現

②リサイクル産業の振興

③低炭素社会との調和

④廃棄物の適正処理体制の確立

Ⅲ 自然と人間の共生の確保

①三大湖沼等豊かな自然環境の保全・再生

②野生動植物の保護と生息環境の保全・再生

③農地、森林等の持つ環境保全機能の確保

④人と自然とのふれあいの確保

[環境実践の展開]

Ⅲ ＮＰＯや地域・企業などと連携・協働した環境

実践の展開

①環境教育・学習の推進

②企業・家庭における環境配慮活動の推進

③社会システムの転換

Ⅳ 快適な環境・美しい景観の保全と創造

①美しい景観の保全と創造

②歴史的、文化的環境の保存と整備

③環境影響評価の推進

[安全・安心]

Ⅳ 安全で安心してくらせる生活環境の実現

①大気・水・土壌環境の保全と地下水の適正管理

②環境汚染化学物質の適正管理

③環境影響評価の推進

④北東アジア地域と連携した環境保全の推進

Ⅴ 地球環境保全に向けた活動の推進と国際連携

①二酸化炭素等の温室効果ガスの削減

②自然エネルギーの導入

③酸性雨、黄砂防止対策の推進

④国際連携の推進

[自然共生]

Ⅴ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な

自然生態系の確保

①三大湖沼の浄化と利活用の推進

②生物多様性・健全な自然生態系の保全

③農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

④人と自然とのふれあいの確保



[景観・快適さ]

Ⅵ 美しい景観の保全ととっとりらしさを活かした街

なみづくりの推進

①美しい景観の保全と創造

②歴史的、文化的街なみの保存と整備

（２）計画の目標年度

計画策定年度である平成２３年度から平成３２年度末までの１０年間とする。

なお、環境を巡る状況等に変化があった場合は、目標期間の途中であっても適宜、見直しを行う。 

（３）計画の実行

・ 具体的に推進する施策について、実行計画（とっとり環境イニシアティブプラン）を策定する。

・ 実行計画は、環境基本計画に掲げた施策の方向性の中から当面、重点的に取組むべき項目を抽出

し４年後の目標（可能な限り数値化）と目標達成のための施策を掲げる。

・ 実行計画策定の次期は、東日本大震災を契機としたエネルギー政策の見直し等を踏まえた上で検

討する必要があることから、平成２３年度中を目処とする。

【目標値の例】 
Ⅰ エネルギーシフト

１ 再生可能エネルギーの導入加速

目標：自然エネルギー発電量を 10 万 kw 台

主な行動：住宅用太陽光発電等の導入促進

Ⅱ 環境実践の展開

１ 環境教育・学習の推進

目標：エコクラブ設置数１９市町村

行動：県内こどもエコクラブの育成支援、幼児を対象とした環境学習の充実

２ 企業・家庭における環境配慮活動の推進

目標：ＴＥＡＳ登録数１,０００件

○将来ビジョンの目標値（H30 年に 1,500 件）達成のための短期目標値を設定。

行動：県内企業、学校、家庭へのＴＥＡＳの普及促進

Ⅲ 循環社会

１ 廃棄物の減量化、リサイクル、適正管理

目標：ごみリサイクル率３０％

行動：廃棄物の特性に応じた効率的なごみ減量リサイクルシステムの構築など

（４）実行計画の進行管理

・ 実行計画で具体的に推進する施策と目標については、県の工程表により進行管理する。

工程表とは

県の各所属が行う施策の達成度をベンチマーク（指標）に照らして検証しつつ、ＰＤＣＡサイク

ルを繰り返すことにより自律的に目標達成に向かっていく仕組み。 
その状況を鳥取県ホームページ（とりネット）に公表し広く意見を求める「鳥取県版行政評価」

の仕組み。 



（参考）

１ 鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例（抜粋）

（基本理念）

第３条 環境の保全及び創造は、県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を亨受するとともに、この環境

を将来の世代に継承していくことを目的として行われなければならない。

２ 環境の保全及び創造は、人と自然とが共生し、持続的な発展が可能な社会が実現されるように、

環境を保全する行動及びより快適な環境を創造する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自

主的かつ積極的に行われなければならない。

３ 地球環境保全は、地域における事業活動及び日常生活が地球環境に影響を及ぼしていることにか

んがみ、すべての者の事業活動及び日常生活における着実な取組と国際協力により積極的に推進さ

れなければならない。

（環境基本計画）

第９条 知事は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な

計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

（１）環境の保全及び創造に関する目標

（２）環境の保全及び創造に関する施策の方向

（３）前２号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項

３ 知事は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、鳥取県環境審議会の意見を聴かなけ

ればならない。

４ 知事は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

２ 鳥取県の将来ビジョン（環境該当項目抜粋）

Ⅰ【ひらく】地域で・県外で・国外で新時代に向かって扉をひらく

（６）活気あふれる「海外との交流」

Ⅱ【つなげる】様々な活動・力をつなげ、結集して、持続可能で、魅力あふれる地域を創る

（６）魅力があふれ、人が集う「にぎわいまちづくり」

Ⅲ【守る】鳥取県の豊かな恵み・生活を守り、次代へつなぐ

（１）豊かな自然・環境を守り、育て、次代につなげる ～「自然・環境バトンリレープロジェクト」

１－１とっとりの豊かな自然環境の保護

１－２地球にやさしい暮らし方の実践と課題解決への道づくり

１－３循環型社会の確立

１－４地球環境の変化に対応した農林水産業・みどり豊かな森林づくり


