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（３）環境に配慮した消費行動　～県内の消費者の取り組み～
「山梨県廃棄物総合計画」
　県では平成 18 年から「山梨県廃棄物総合計画」を策定し、ごみの削減や再生利用のため
の取り組みを進めてきました。第３次の計画（平成 28 年度から５年間）では、県民の取り
組みとして、過剰包装や不要な包装を辞退するなど、ごみの発生抑制に配慮した消費行動に
努めること等により、1 人 1 日当たりの家庭から排出するごみの量を５５０ｇに削減するこ
とを目標としています。

①

　国民 1 人が買い物の時、スーパーなどから受け取るレジ袋は、年間約 240 枚になります（総
人口1億2千600万人）。これは製造段階から換算すると国民1人1年間で4.3ℓの原油を消費し、
また、2.4kgのレジ袋を廃棄していることになります。
※詳しくは
　http://www.pref.yamanashi.jp/sinkan-som/07860995523.html
　山梨県森林環境部森林環境総務課のwebサイトをご覧ください。

　山梨県内では、主なスーパー、クリーニング店な
どで、山梨県や市町村、消費者団体等と協定を締結
し、レジ袋の無料配布が中止されています。ごみの
減量化と石油資源の節約に、大きな成果を上げてい
ます。
　山梨県ノーレジ袋推進連絡協議会及び山梨県では
３ R 推進月間である 10 月を「マイバック利用推進
月間」としてマイバック持参を呼びかけています。
　環境にやさしいライフスタイルを実現するため、
お買い物にはマイバッグ等を持参し、レジ袋を無料
で配布しているコンビニ等でも、不要なレジ袋は辞
退しましょう。

マイバックの利用・レジ袋削減
　2008 年から「山梨県におけるマイバッグ等の持参促進及びレジ袋削減に関する協定」を
県内の事業者が締結しています。協定参加事業者は、目標（年間マイバック持参率）を設定し、
レジ袋の無料配布を中止するなどの取り組みを実施してきました。
　次のグラフは、2008年から2015年までの「レジ袋削減枚数・マイバック持参率推移」です。
マイバック等の持参率は、2015年 12月には86.7%になっています。
　レジ袋辞退者全体の削減効果（2008 年 7月～ 2015 年 12 月の７年 6か月間の累計）は、
以下の通りです。

レジ袋辞退者 　　　　43,109万人
レジ袋辞退枚数 　59,886万枚
レジ袋削減重量    　6,949 t
原油削減量 　　　　13,959  kℓ（原油削減量200ℓのドラム缶約69,794本分）
二酸化炭素削減量 　32,258 t（約 6,007世帯の年間排出量分に相当）

②

発生抑制
リデュース

再生利用
リサイクル

生　産
（製造・運搬等）

廃　棄

最 終 処 分

処　理
（リサイクル・焼却等）

消　費

再利用
リユース

エコリー
（レジ袋削減キャラクター）

レジ袋削減枚数・マイバッグ持参率推移
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（３）環境に配慮した消費行動　～県内の消費者の取り組み～
「山梨県廃棄物総合計画」
　県では平成 18 年から「山梨県廃棄物総合計画」を策定し、ごみの削減や再生利用のため
の取り組みを進めてきました。第３次の計画（平成 28 年度から５年間）では、県民の取り
組みとして、過剰包装や不要な包装を辞退するなど、ごみの発生抑制に配慮した消費行動に
努めること等により、1 人 1 日当たりの家庭から排出するごみの量を５５０ｇに削減するこ
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人口1億2千600万人）。これは製造段階から換算すると国民1人1年間で4.3ℓの原油を消費し、
また、2.4kgのレジ袋を廃棄していることになります。
※詳しくは
　http://www.pref.yamanashi.jp/sinkan-som/07860995523.html
　山梨県森林環境部森林環境総務課のwebサイトをご覧ください。
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レジ袋の無料配布を中止するなどの取り組みを実施してきました。
　次のグラフは、2008年から2015年までの「レジ袋削減枚数・マイバック持参率推移」です。
マイバック等の持参率は、2015年 12月には86.7%になっています。
　レジ袋辞退者全体の削減効果（2008 年 7月～ 2015 年 12 月の７年 6か月間の累計）は、
以下の通りです。

レジ袋辞退者 　　　　43,109万人
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廃棄物（ごみ）に関するアンケート調査　
　平成27年 6月に、山梨県森林環境部環境整備課が県政モニターに「廃棄物（ごみ）に関す
るアンケート調査」を行いました。その結果を抜粋します（回答者343人）。

　「ほぼ毎回行っている」、「行ったこ
とがある」という回答が、合わせて
95.4％となっています。マイバック持
参やレジ袋辞退の意識がかなり高いこ
とがわかります。

ア）　ごみを減らすために、買い物袋を
　　持参したり、レジ袋を断ったりし
　　ていますか？

　「よいと思う」という回答が 78.7％
となっています。「よいとは思うが不
便に感じる」が 17.8％、「よくない」
が2.0％ありました。
　環境を守る消費行動は、不便に感じ
たりすることも多くなりますが、私た
ち一人一人の環境に優しい消費行動
が、持続可能な社会の形成につながり
ます。

イ）　スーパーなどでレジ袋有料化が進
　　んでいますが、どう思われますか？

③

県内の消費者による取り組み
　県では消費者教育に関わる取り組みについて消費者団体に委託をしています。以下の２つ
の取り組みは、環境に配慮した消費生活の推進のために実施したものです。

　2013年 11～ 12月に「家庭生ゴミ組成調査」を実施し、それを踏まえて「食品ロス削減」
への取り組みを継続しています。以下の山梨県の小学校用教材では、食品ロスに関する実
験（大根の皮を厚くむいた場合と薄くむいた場合の重量の違いを比較）などを、紹介して
います。

④

ウ）　ごみを減らすために、店での過剰包装や不要な包装（例：内容物の保護や品質保全、持ち
　　運びの利便性の限度を超えて内装を重ねる 等）を断っていますか？

無回答
3名　0.9％

行っていない
5名　1.5％

行った方が良いと思うが、
実際は行っていない

8名　2.3％

行ったことがある
62名　18.1％

ほぼ毎回行っている
265名　77.3％

よいと思う
270名　78.7％

無回答
3名　0.9％

分からない
2名　0.6％

よくない
7名　2.0％

よいとは思うが
不便に感じる
61名　17.8％

断った方がいいと思うが、
断ったことはない
44名　12.8％ ほとんど断っている

108名　31.5％

断ったことがある
163名　47.5％

無回答
3名　0.9％

分からない
5名　1.5％

断ろうと思ったことはない
20名　5.8％

＜家庭生ごみ組成調査＞

山梨県「はじめての消費者教育～小学校における指導のために～」p.34～ p.39
※山梨県県民生活センターのwebサイトからダウンロードができます

　生ごみの８割が水分です。2015年 10月から１ヶ月間、県内の調査協力者100人が「生
ごみ、ひと絞り運動」に取り組みました。生ごみは水を切って、最後にひと絞りすること
で重さも量も減らすことができます。

＜生ごみ、ひと絞り運動＞

水しぼり

撮影協力：望月昌子さん（あしたの山梨を創る 生活運動協会）
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廃棄物（ごみ）に関するアンケート調査　
　平成27年 6月に、山梨県森林環境部環境整備課が県政モニターに「廃棄物（ごみ）に関す
るアンケート調査」を行いました。その結果を抜粋します（回答者343人）。

　「ほぼ毎回行っている」、「行ったこ
とがある」という回答が、合わせて
95.4％となっています。マイバック持
参やレジ袋辞退の意識がかなり高いこ
とがわかります。

ア）　ごみを減らすために、買い物袋を
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イ）　スーパーなどでレジ袋有料化が進
　　んでいますが、どう思われますか？

③
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の取り組みは、環境に配慮した消費生活の推進のために実施したものです。
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験（大根の皮を厚くむいた場合と薄くむいた場合の重量の違いを比較）などを、紹介して
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受
け
つ
つ
も
人

生
で
の
豊
富
な
経
験
や
知
識
を

消
費
者
市
民
社
会
構
築
に
活
か

す
時
期

消
費
が
も
つ

影
響
力
の
理
解

お
つ
か
い
や
買
い
物
に

関
心
を
持
と
う

身
の
回
り
の
も
の
を
大
切

に
し
よ
う

協
力
す
る
こ
と
の
大
切
さ

を
知
ろ
う

く
ら
し
の
中
の
危
険
や
、

も
の
の
安
全
な
使
い
方
に

気
づ
こ
う

困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら

身
近
な
人
に
伝
え
よ
う

約
束
や
き
ま
り
を
守
ろ
う

欲
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
き

は
、よ
く
考
え
、時
に
は
我
慢

す
る
こ
と
を
お
ぼ
え
よ
う

身
の
回
り
の
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
に
気
づ
こ
う

自
分
や
家
族
を
大
切
に
し

よ
う

身
の
回
り
の
情
報
か
ら

「
な
ぜ
」「
ど
う
し
て
」を
考

え
よ
う

消
費
を
め
ぐ
る
物
と
金
銭

の
流
れ
を
考
え
よ
う

自
分
の
生
活
と
身
近
な
環
境

と
の
か
か
わ
り
に
気
づ
き
、

物
の
使
い
方
な
ど
を
工
夫
し

よ
う 身
近
な
消
費
者
問
題
に

目
を
向
け
よ
う

危
険
を
回
避
し
、物
を
安

全
に
使
う
手
が
か
り
を
知

ろ
う

困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら

身
近
な
人
に
相
談
し
よ
う

物
の
選
び
方
、買
い
方
を

考
え
適
切
に
購
入
し
よ
う

約
束
や
き
ま
り
の
大
切
さ

を
知
り
、考
え
よ
う

物
や
金
銭
の
大
切
さ
に
気
づ

き
、計
画
的
な
使
い
方
を
考

え
よ
う

お
小
遣
い
を
考
え
て
使
お
う

消
費
に
関
す
る
情
報
の

集
め
方
や
活
用
の
仕
方

を
知
ろ
う

自
分
や
知
人
の
個
人
情

報
を
守
る
な
ど
、情
報
モ

ラ
ル
を
知
ろ
う

消
費
生
活
情
報
の
目
的

や
特
徴
、選
択
の
大
切
さ

を
知
ろ
う

消
費
者
の
行
動
が
環
境

や
経
済
に
与
え
る
影
響
を

考
え
よ
う

消
費
生
活
が
環
境
に
与
え
る

影
響
を
考
え
、環
境
に
配
慮

し
た
生
活
を
実
践
し
よ
う

身
近
な
消
費
者
問
題
及
び

社
会
課
題
の
解
決
や
、公
正

な
社
会
の
形
成
に
つ
い
て

考
え
よ
う

危
険
を
回
避
し
、物
を
安

全
に
使
う
手
段
を
知
り
、

使
お
う

販
売
方
法
の
特
徴
を
知

り
、ト
ラ
ブ
ル
解
決
の
法

律
や
制
度
、相
談
機
関
を

知
ろ
う

商
品
を
適
切
に
選
択
す
る
と

と
も
に
、契
約
と
そ
の
ル
ー
ル

を
知
り
，よ
り
よ
い
契
約
の
仕

方
を
考
え
よう

消
費
に
関
す
る
生
活
管
理
の

技
能
を
活
用し
よう
 
買
い
物

や
貯
金
を
計
画
的
にし
よう

消
費
生
活
に
関
す
る
情

報
の
収
集
と
発
信
の
技

能
を
身
に
付
け
よ
う

著
作
権
や
発
信
し
た
情
報

へ
の
責
任
を
知
ろ
う

消
費
生
活
情
報
の
評
価
、選

択
の
方
法
に
つ
い
て
学
び
、

意
思
決
定
の
大
切
さ
知
ろう

生
産・
流
通・
消
費・
廃
棄

が
環
境
、経
済
や
社
会
に

与
え
る
影
響
を
考
え
よ
う

持
続
可
能
な
社
会
を
目

指
し
て
、ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
を
考
え
よ
う

身
近
な
消
費
者
問
題
及
び
社
会

課
題
の
解
決
や
、公
正
な
社
会

の
形
成
に
協
働
し
て
取
り
組
む

こ
と
の
重
要
性
を
理
解
し
よ
う

安
全
で
危
険
の
少
な
い
くら

し
と
消
費
社
会
を
目
指
す
こ

と
の
大
切
さ
を
理
解
し
よ
う

ト
ラ
ブ
ル
解
決
の
法
律
や

制
度
、相
談
機
関
の
利
用

法
を
知
ろ
う

適
切
な
意
思
決
定
に
基
づ
い

て
行
動し
よう

契
約
と
そ
の
ル
ー
ル
の
活
用

に
つ
い
て
理
解し
よう

主
体
的
に
生
活
設
計
を
立
て

て
み
よう
 
生
涯
を
見
通し
た

生
活
経
済
の
管
理
や
計
画
を

考
え
よう

情
報
と
情
報
技
術
の
適

切
な
利
用
法
や
、国
内
だ

け
で
な
く
国
際
社
会
と
の

関
係
を
考
え
よ
う

望
ま
し
い
情
報
社
会
の
あ
り

方
や
、情
報
モ
ラ
ル
、セ
キ
ュ

リ
ティ
に
つ
い
て
考
え
よ
う

消
費
生
活
情
報
を
評
価
、

選
択
の
方
法
に
つ
い
て

学
び
、社
会
と
の
関
連
を

理
解
し
よ
う

生
産・
流
通・
消
費・
廃
棄

が
環
境
、経
済
、社
会
に

与
え
る
影
響
を
考
え
る
習

慣
を
身
に
付
け
よ
う

持
続
可
能
な
社
会
を
目

指
し
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
探
そ
う

消
費
者
問
題
そ
の
他
の
社

会
課
題
の
解
決
や
、公
正
な

社
会
の
形
成
に
向
け
た
行
動

の
場
を
広
げ
よ
う

安
全
で
危
険
の
少
な
い

く
ら
し
方
を
す
る
習
慣
を

付
け
よ
う

ト
ラ
ブ
ル
解
決
の
法
律
や

制
度
、相
談
機
関
を
利
用

す
る
習
慣
を
付
け
よ
う

ト
ラ
ブ
ル
解
決
の
法
律
や

制
度
、相
談
機
関
を
利
用

し
や
す
い
社
会
を
つ
く
ろ
う

契
約
の
内
容・
ル
ー
ル
を

理
解
し
、よ
く
確
認
し
て
契

約
す
る
習
慣
を
付
け
よ
う

生
涯
を
見
通
し
た
計
画
的
な

くら
し
を
目
指
し
て
、生
活
設

計・
管
理
を
実
践し
よう

情
報
と
情
報
技
術
を
適

切
に
利
用
す
る
習
慣
を

身
に
付
け
よ
う

情
報
社
会
の
ル
ー
ル
や

情
報
モ
ラ
ル
を
守
る
習

慣
を
付
け
よ
う

消
費
生
活
情
報
を
主
体

的
に
吟
味
す
る
習
慣
を

付
け
よ
う

生
産・
流
通・
消
費・
廃
棄

が
環
境
、経
済
、社
会
に

与
え
る
影
響
に
配
慮
し
て

行
動
し
よ
う

持
続
可
能
な
社
会
を
目

指
し
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
実
践
し
よ
う

地
域
や
職
場
で
協
働
し
て
消

費
者
問
題
そ
の
他
の
社
会

課
題
を
解
決
し
、公
正
な
社

会
を
つ
く
ろう

安
全
で
危
険
の
少
な
い

く
ら
し
と
消
費
社
会
を
つ

く
ろ
う

契
約
と
そ
の
ル
ー
ル
を
理

解
し
、く
ら
し
に
活
か
そ
う

経
済
社
会
の
変
化
に
対
応

し
、生
涯
を
見
通
し
た
計
画

的
な
くら
し
を
し
よ
う

情
報
と
情
報
技
術
を
適
切

に
利
用
す
る
く
ら
し
を
し

よ
う

ト
ラ
ブ
ル
が
少
な
く
，情

報
モ
ラ
ル
が
守
ら
れ
る
情

報
社
会
を
つ
く
ろ
う

消
費
生
活
情
報
を
主
体
的

に
評
価
し
て
行
動
し
よ
う

消
費
者
の
行
動
が
環
境
、経

済
、社
会
に
与
え
る
影
響
に

配
慮
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を

伝
え
合
お
う

持
続
可
能
な
社
会
に
役

立
つ
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に

つ
い
て
伝
え
合
お
う

支
え
合
い
な
が
ら
協
働
し
て

消
費
者
問
題
そ
の
他
の
社

会
課
題
を
解
決
し
、公
正
な

社
会
を
つ
く
ろう

安
全
で
危
険
の
少
な
い

く
ら
し
の
大
切
さ
を
伝
え

合
お
う

支
え
合
い
な
が
ら
ト
ラ
ブ

ル
解
決
の
法
律
や
制
度
、

相
談
機
関
を
利
用
し
よ
う

契
約
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
遇
し

な
い
暮
ら
し
の
知
恵
を
伝

え
合
お
う

生
活
環
境
の
変
化
に
対

応
し
支
え
合
い
な
が
ら
生

活
を
管
理
し
よ
う

支
え
合
い
な
が
ら
情
報
と

情
報
技
術
を
適
切
に
利

用
し
よ
う

支
え
合
い
な
が
ら
、ト
ラ
ブ
ル

が
少
な
く
、情
報
モ
ラ
ル
が
守

ら
れ
る
情
報
社
会
を
つく
ろう

支
え
合
い
な
が
ら
消
費

生
活
情
報
を
上
手
に
取
り

入
れ
よ
う

持
続
可
能
な

消
費
の
実
践

消
費
者
の

参
画・
協
働

商
品
安
全
の
理
解

と
危
険
を
回
避
す

る
能
力

トラ
ブ
ル
対
応
能
力

選
択
し
、契
約
す
る

こ
と
へ
の
理
解
と

考
え
る
態
度

生
活
を
設
計・

管
理
す
る
能
力

消
費
生
活
情
報
に

対
す
る
批
判
的
思

考
力

情
報
の
収
集・

処
理・
発
信
能
力

情
報
社
会
の
ル
ー

ル
や
情
報
モ
ラ
ル

の
理
解

※
本
イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ
で
示
す
内
容
は
、学
校
、家
庭
、地
域
に
お
け
る
学
習
内
容
に
つ
い
て
体
系
的
に
組
み
立
て
、理
解
を
進
め
や
す
い
よ
う
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、学
習
指
導
要
領
と
の
対
応
関
係
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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「
消
費
者
教
育
の
体
系
イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ
」

幼
児
期

各
期
の
特
徴

重
点
領
域

小
学
生
期

中
学
生
期

高
校
生
期

成
人
期

Ve
r.1
.0

特
に
若
者

成
人
一
般

特
に
高
齢
者

消 費 者 市 民 社 会 の 構 築 商 品 等 の 安 全 生 活 の 管 理 と 契 約 情 報 と メ デ ィ ア

様
々
な
気
づ
き
の
体
験
を
通
じ

て
、家
族
や
身
の
回
り
の
物
事
に

関
心
を
も
ち
、そ
れ
を
取
り
入
れ

る
時
期

主
体
的
な
行
動
、社
会
や
環
境
へ

の
興
味
を
通
し
て
、消
費
者
と
し

て
の
素
地
の
形
成
が
望
ま
れ
る

時
期

行
動
の
範
囲
が
広
が
り
、権
利
と

責
任
を
理
解
し
、ト
ラ
ブ
ル
解
決

方
法
の
理
解
が
望
ま
れ
る
時
期

生
涯
を
見
通
し
た
生
活
の
管
理

や
計
画
の
重
要
性
、社
会
的
責
任

を
理
解
し
、主
体
的
な
判
断
が
望

ま
れ
る
時
期

生
活
に
お
い
て
自
立
を
進
め
、消

費
生
活
の
ス
タ
イ
ル
や
価
値
観

を
確
立
し
自
ら
の
行
動
を
始
め
る

時
期

精
神
的
、経
済
的
に
自
立
し
、消

費
者
市
民
社
会
の
構
築
に
、様
々

な
人
々
と
協
働
し
取
り
組
む
時
期

周
囲
の
支
援
を
受
け
つ
つ
も
人

生
で
の
豊
富
な
経
験
や
知
識
を

消
費
者
市
民
社
会
構
築
に
活
か

す
時
期

消
費
が
も
つ

影
響
力
の
理
解

お
つ
か
い
や
買
い
物
に

関
心
を
持
と
う

身
の
回
り
の
も
の
を
大
切

に
し
よ
う

協
力
す
る
こ
と
の
大
切
さ

を
知
ろ
う

く
ら
し
の
中
の
危
険
や
、

も
の
の
安
全
な
使
い
方
に

気
づ
こ
う

困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら

身
近
な
人
に
伝
え
よ
う

約
束
や
き
ま
り
を
守
ろ
う

欲
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
き

は
、よ
く
考
え
、時
に
は
我
慢

す
る
こ
と
を
お
ぼ
え
よ
う

身
の
回
り
の
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
に
気
づ
こ
う

自
分
や
家
族
を
大
切
に
し

よ
う

身
の
回
り
の
情
報
か
ら

「
な
ぜ
」「
ど
う
し
て
」を
考

え
よ
う

消
費
を
め
ぐ
る
物
と
金
銭

の
流
れ
を
考
え
よ
う

自
分
の
生
活
と
身
近
な
環
境

と
の
か
か
わ
り
に
気
づ
き
、

物
の
使
い
方
な
ど
を
工
夫
し

よ
う 身
近
な
消
費
者
問
題
に

目
を
向
け
よ
う

危
険
を
回
避
し
、物
を
安

全
に
使
う
手
が
か
り
を
知

ろ
う

困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら

身
近
な
人
に
相
談
し
よ
う

物
の
選
び
方
、買
い
方
を

考
え
適
切
に
購
入
し
よ
う

約
束
や
き
ま
り
の
大
切
さ

を
知
り
、考
え
よ
う

物
や
金
銭
の
大
切
さ
に
気
づ

き
、計
画
的
な
使
い
方
を
考

え
よ
う

お
小
遣
い
を
考
え
て
使
お
う

消
費
に
関
す
る
情
報
の

集
め
方
や
活
用
の
仕
方

を
知
ろ
う

自
分
や
知
人
の
個
人
情

報
を
守
る
な
ど
、情
報
モ

ラ
ル
を
知
ろ
う

消
費
生
活
情
報
の
目
的

や
特
徴
、選
択
の
大
切
さ

を
知
ろ
う

消
費
者
の
行
動
が
環
境

や
経
済
に
与
え
る
影
響
を

考
え
よ
う

消
費
生
活
が
環
境
に
与
え
る

影
響
を
考
え
、環
境
に
配
慮

し
た
生
活
を
実
践
し
よ
う

身
近
な
消
費
者
問
題
及
び

社
会
課
題
の
解
決
や
、公
正

な
社
会
の
形
成
に
つ
い
て

考
え
よ
う

危
険
を
回
避
し
、物
を
安

全
に
使
う
手
段
を
知
り
、

使
お
う

販
売
方
法
の
特
徴
を
知

り
、ト
ラ
ブ
ル
解
決
の
法

律
や
制
度
、相
談
機
関
を

知
ろ
う

商
品
を
適
切
に
選
択
す
る
と

と
も
に
、契
約
と
そ
の
ル
ー
ル

を
知
り
，よ
り
よ
い
契
約
の
仕

方
を
考
え
よう

消
費
に
関
す
る
生
活
管
理
の

技
能
を
活
用し
よう
 
買
い
物

や
貯
金
を
計
画
的
にし
よう

消
費
生
活
に
関
す
る
情

報
の
収
集
と
発
信
の
技

能
を
身
に
付
け
よ
う

著
作
権
や
発
信
し
た
情
報

へ
の
責
任
を
知
ろ
う

消
費
生
活
情
報
の
評
価
、選

択
の
方
法
に
つ
い
て
学
び
、

意
思
決
定
の
大
切
さ
知
ろう

生
産・
流
通・
消
費・
廃
棄

が
環
境
、経
済
や
社
会
に

与
え
る
影
響
を
考
え
よ
う

持
続
可
能
な
社
会
を
目

指
し
て
、ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
を
考
え
よ
う

身
近
な
消
費
者
問
題
及
び
社
会

課
題
の
解
決
や
、公
正
な
社
会

の
形
成
に
協
働
し
て
取
り
組
む

こ
と
の
重
要
性
を
理
解
し
よ
う

安
全
で
危
険
の
少
な
い
くら

し
と
消
費
社
会
を
目
指
す
こ

と
の
大
切
さ
を
理
解
し
よ
う

ト
ラ
ブ
ル
解
決
の
法
律
や

制
度
、相
談
機
関
の
利
用

法
を
知
ろ
う

適
切
な
意
思
決
定
に
基
づ
い

て
行
動し
よう

契
約
と
そ
の
ル
ー
ル
の
活
用

に
つ
い
て
理
解し
よう

主
体
的
に
生
活
設
計
を
立
て

て
み
よう
 
生
涯
を
見
通し
た

生
活
経
済
の
管
理
や
計
画
を

考
え
よう

情
報
と
情
報
技
術
の
適

切
な
利
用
法
や
、国
内
だ

け
で
な
く
国
際
社
会
と
の

関
係
を
考
え
よ
う

望
ま
し
い
情
報
社
会
の
あ
り

方
や
、情
報
モ
ラ
ル
、セ
キ
ュ

リ
ティ
に
つ
い
て
考
え
よ
う

消
費
生
活
情
報
を
評
価
、

選
択
の
方
法
に
つ
い
て

学
び
、社
会
と
の
関
連
を

理
解
し
よ
う

生
産・
流
通・
消
費・
廃
棄

が
環
境
、経
済
、社
会
に

与
え
る
影
響
を
考
え
る
習

慣
を
身
に
付
け
よ
う

持
続
可
能
な
社
会
を
目

指
し
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
探
そ
う

消
費
者
問
題
そ
の
他
の
社

会
課
題
の
解
決
や
、公
正
な

社
会
の
形
成
に
向
け
た
行
動

の
場
を
広
げ
よ
う

安
全
で
危
険
の
少
な
い

く
ら
し
方
を
す
る
習
慣
を

付
け
よ
う

ト
ラ
ブ
ル
解
決
の
法
律
や

制
度
、相
談
機
関
を
利
用

す
る
習
慣
を
付
け
よ
う

ト
ラ
ブ
ル
解
決
の
法
律
や

制
度
、相
談
機
関
を
利
用

し
や
す
い
社
会
を
つ
く
ろ
う

契
約
の
内
容・
ル
ー
ル
を

理
解
し
、よ
く
確
認
し
て
契

約
す
る
習
慣
を
付
け
よ
う

生
涯
を
見
通
し
た
計
画
的
な

くら
し
を
目
指
し
て
、生
活
設

計・
管
理
を
実
践し
よう

情
報
と
情
報
技
術
を
適

切
に
利
用
す
る
習
慣
を

身
に
付
け
よ
う

情
報
社
会
の
ル
ー
ル
や

情
報
モ
ラ
ル
を
守
る
習

慣
を
付
け
よ
う

消
費
生
活
情
報
を
主
体

的
に
吟
味
す
る
習
慣
を

付
け
よ
う

生
産・
流
通・
消
費・
廃
棄

が
環
境
、経
済
、社
会
に

与
え
る
影
響
に
配
慮
し
て

行
動
し
よ
う

持
続
可
能
な
社
会
を
目

指
し
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
実
践
し
よ
う

地
域
や
職
場
で
協
働
し
て
消

費
者
問
題
そ
の
他
の
社
会

課
題
を
解
決
し
、公
正
な
社

会
を
つ
く
ろう

安
全
で
危
険
の
少
な
い

く
ら
し
と
消
費
社
会
を
つ

く
ろ
う

契
約
と
そ
の
ル
ー
ル
を
理

解
し
、く
ら
し
に
活
か
そ
う

経
済
社
会
の
変
化
に
対
応

し
、生
涯
を
見
通
し
た
計
画

的
な
くら
し
を
し
よ
う

情
報
と
情
報
技
術
を
適
切

に
利
用
す
る
く
ら
し
を
し

よ
う

ト
ラ
ブ
ル
が
少
な
く
，情

報
モ
ラ
ル
が
守
ら
れ
る
情

報
社
会
を
つ
く
ろ
う

消
費
生
活
情
報
を
主
体
的

に
評
価
し
て
行
動
し
よ
う

消
費
者
の
行
動
が
環
境
、経

済
、社
会
に
与
え
る
影
響
に

配
慮
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を

伝
え
合
お
う

持
続
可
能
な
社
会
に
役

立
つ
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に

つ
い
て
伝
え
合
お
う

支
え
合
い
な
が
ら
協
働
し
て

消
費
者
問
題
そ
の
他
の
社

会
課
題
を
解
決
し
、公
正
な

社
会
を
つ
く
ろう

安
全
で
危
険
の
少
な
い

く
ら
し
の
大
切
さ
を
伝
え

合
お
う

支
え
合
い
な
が
ら
ト
ラ
ブ

ル
解
決
の
法
律
や
制
度
、

相
談
機
関
を
利
用
し
よ
う

契
約
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
遇
し

な
い
暮
ら
し
の
知
恵
を
伝

え
合
お
う

生
活
環
境
の
変
化
に
対

応
し
支
え
合
い
な
が
ら
生

活
を
管
理
し
よ
う

支
え
合
い
な
が
ら
情
報
と

情
報
技
術
を
適
切
に
利

用
し
よ
う

支
え
合
い
な
が
ら
、ト
ラ
ブ
ル

が
少
な
く
、情
報
モ
ラ
ル
が
守

ら
れ
る
情
報
社
会
を
つく
ろう

支
え
合
い
な
が
ら
消
費

生
活
情
報
を
上
手
に
取
り

入
れ
よ
う

持
続
可
能
な

消
費
の
実
践

消
費
者
の

参
画・
協
働

商
品
安
全
の
理
解

と
危
険
を
回
避
す

る
能
力

トラ
ブ
ル
対
応
能
力

選
択
し
、契
約
す
る

こ
と
へ
の
理
解
と

考
え
る
態
度

生
活
を
設
計・

管
理
す
る
能
力

消
費
生
活
情
報
に

対
す
る
批
判
的
思

考
力

情
報
の
収
集・

処
理・
発
信
能
力

情
報
社
会
の
ル
ー

ル
や
情
報
モ
ラ
ル

の
理
解

※
本
イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ
で
示
す
内
容
は
、学
校
、家
庭
、地
域
に
お
け
る
学
習
内
容
に
つ
い
て
体
系
的
に
組
み
立
て
、理
解
を
進
め
や
す
い
よ
う
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、学
習
指
導
要
領
と
の
対
応
関
係
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。



消
費
者
市
民
社
会
を
つ
く
る
　〜
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
消
費
者
教
育
の
た
め
に
〜
　

消費者市民社会をつくる
～中学校・高等学校における消費者教育のために～

山梨県


