
別添様式２ 

地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画（重点対策加速化事業） 
 
（基本情報） 

地方公共団体名 愛媛県 

事業計画名 えひめ2050年カーボンニュートラル重点対策加速化事業計画 

事業計画の期間 令和５年度～10年度 

 
 

１． 2030年までに目指す地域脱炭素の姿 

（１）目指す地域脱炭素の姿 
 
 ○愛媛県の概況 
  愛媛県は、県を東西に横断する中央構造線を境として、北側には瀬戸内海に面した平野が広が
り、南側には四国脊梁をなす四国山地や雄大な四国カルストが広がっている。また、西日本一標
高の高い石鎚山（1,982m）をはじめ、多くの険しい山々や盆地が多数あり、全体的に山地の多い
地形となっている。一方、瀬戸内海、宇和海には大小200余の島々が散在し、海、山両面の自然
に恵まれた地形となっている。 

 
 ○地域特性・課題 
  愛媛県は、第二次産業が集積する東予地域（県東部）、第三次産業が盛んな中予地域（松山市を
中心とする県中央部）、第一次産業が中心の南予地域（県南西部）と、地域それぞれに特色ある産
業が集積する構造である。（第一次産業2.2％、第二次産業30.0％、第三次産業67.6％。） 

  特に「ものづくり」産業については、東予地域には、古くから製紙業から紙加工業に至る紙関
連産業が集積し、パルプ・紙・紙加工品製造業の製造品出荷額等が全国１位の四国中央市、江戸
時代の別子銅山の開坑以来、化学や機械、非鉄金属といった住友グループの企業城下町として発
展してきた新居浜市、近年、鉄鋼をはじめ、飲料や化学、造船等の大手企業の工場立地が目覚ま
しい西条市、更には、国内最大のタオル産地であり、世界に誇る造船や海運会社が立地する今治
市など、多彩な工業都市が連なり、日本屈指の高い技術力や優れた製品を持つ企業が数多く集積
している。これに伴い、製造品出荷額は四国内の45.3％を占める「工業県」としての特徴を有し
ている。 

  このため、地域間競争・グローバル競争の激化やカーボンニュートラルに向けた流れが加速す
る中、脱炭素化や環境保全をビジネスや地域創生のチャンスとして捉え、県内企業の力強い成長
と地域脱炭素の両立を図っていくことが求められている。 

  また、現在、県内企業・県等が、環境省の「脱炭素社会実現のための都市間連携事業」の採択
を受け、インドネシア（温室効果ガス排出量世界第８位）で、排水処理・発電や植樹による森林
再生等を支援しているところで、今後も引き続き、県内企業の有する優れた技術・製品を活用し
て、脱炭素化や環境保全等の世界的課題の解決に取り組んでいくことが求められている。 

 
 ○温室効果ガスの排出状況 
  愛媛県の2019年度における二酸化炭素排出量は、2013年度比26.2％減の1,576万t-CO2。 
 
       部門別排出割合の全国比較            部門別排出削減状況 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO2排出削減状況 （単位：千t-CO2、％）

2013 2019 削減率
12,349 9,408 ▲ 23.8
2,754 2,593 ▲ 5.8
2,974 1,551 ▲ 47.8
2,736 1,602 ▲ 41.4

549 606 10.4
21,362 15,760 ▲ 26.2全体

産業部門
運輸部門
業務部門
家庭部門

非エネルギー由来
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  東予地域（県東部）を中心に、紙・パルプ、化学工業、繊維工業等のエネルギー大量消費型産
業が多数立地するため、産業部門のCO2排出量が県全体の60％（全国35％）を占め、また、エネ
ルギー消費量では非電力（熱・燃料）が県全体の70％（全国48％）を占めている。 

  また、2013年度比の排出削減率は、業務部門及び家庭部門では削減が進んでいる一方、産業部
門及び運輸部門の削減率は小さく、排出割合が高い分野での削減が進んでいない状況である。 

 
 ○これまでの取組み 
  愛媛県は、令和２年２月、第六次愛媛県長期計画『愛媛の未来づくりプラン』における環境分
野での基本計画でもある「えひめ環境基本計画」において、全国で初めて、「2050年脱炭素社会の
実現」という目標を掲げ、既存技術の最大限の活用に加え、今後の脱炭素イノベーションによる
革新的技術等を導入するなど、あらゆる取組を通して脱炭素社会の実現を目指すことを位置付け
た。 

  また、同時に策定した「愛媛県地球温暖化対策実行計画」においても、2050年脱炭素社会の実
現を長期目標に、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比27％削減することを中期目標に
設定し、緩和策と適応策を両輪として、総合的な地球温暖化対策を積極的に推進してきた。 

  具体的には、排出量の６割を占める産業部門の対策が特に重要となるため、産業界が取り組む
先駆的・広域的取組みを促進するとともに、温暖化対策の必要性を漠然とは理解しているもの
の、「何に取り組めばよいのか分からない」という中小企業に対しては、脱炭素経営セミナーによ
る啓発、省エネ診断結果に基づく省エネの徹底や再エネ導入等の指導・助言、温暖化対策を対象
とする低利融資枠の拡充などの取組みを進めてきた。 

  また、運輸部門では、市町と連携したＥＶの購入補助、公用ＥＶカーシェアリングの実施、急
速充電設備・水素ステーションの設置促進等により、電動化を促進するとともに、家庭部門で
は、市町と連携した家庭用燃料電池や蓄電池等への補助、照明器具のＬＥＤ買替キャンペーンの
実施、温暖化対策をテーマとする川柳や４コマ漫画の募集を通じて、家庭での省エネの促進や意
識啓発等に取り組んでいる。 

  しかしながら、2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、対策を強化・加速化する必要
があることから、令和４年11月、庁内関係部局で構成する「愛媛県地球温暖化対策推進本部」を
設置し、2030年度の温室効果ガス排出削減目標を、現行の27％から国と同率の46％に暫定的に引
き上げ、各種施策を総合的・部局横断的に推進していくこととした。併せて、県の事務事業につ
いても、現行計画の2013年度比17％以上という削減目標を、政府の事務事業と同率の50％削減
に暫定的に引き上げ、地域における地球温暖化対策の牽引役として、自らの事務事業において、
太陽光発電設備の積極導入、公用車の電動化等に率先して取り組むこととした。 

 
 ○重点対策加速化事業で取り組む課題及び方向性 
  ア 再生可能エネルギーの普及拡大 
    本県の自然を活用した再生可能エネルギーの導入については、固定価格買取制度開始後、

特に太陽光発電を中心に年々増加し、令和３年度末現在、平成25（2013）年度比3.8倍の
116.7万kWとなっている。しかしながら、本県のエネルギー消費量に占める再生可能エネル
ギーの割合は３％程度に留まり、地域内総生産ＧＲＰの4.6％に相当する2,244億円（2018
年度）が、エネルギー代金として県外に流出するなど、日照時間が比較的長い（2020年度全
国第14位）、森林面積が比較的広い（2019年度23位）という本県の特性を活かしきれていな
い。 

 
愛媛県のFITベースの再生可能エネルギー発電設備の導入推移（単位：万kW） 

 太陽光 風力 地熱 中小水力 バイオマス 合計 
平成23年度末 6.7  6.8  0.0  1.0  0.2  14.7  
平成25年度末 22.1  6.8  0.0  1.0  0.5  30.4  

↓       
令和元年度末 79.6  11.3  0.0  1.1  3.1  95.1  
令和２年度末 84.5  12.9  0.0  1.1  9.4  107.9  
令和３年度末 93.3  12.9  0.0  1.1  9.4  116.7  
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    再生可能エネルギーのポテンシャルは、消費量の3.6倍あると推計されており、今後、太
陽光発電と風力発電を主体に、再生可能エネルギーの追加導入を促進していく必要がある。
特に、県有施設については、設置可能な県有施設の約50％に太陽光発電設備を導入し、県事
務事業における温室効果ガスの排出を削減するとともに、地域への再生可能エネルギーの普
及を牽引していく必要がある。 

 
  イ ＥＶの普及促進 
    運輸部門のCO2排出量は県全体の16％を占め、産業部門と並んで、その排出削減対策を強

化する必要がある。都市部以外では公共交通機関網が整備されていないため、地域の足を確
保しながら運輸部門の脱炭素化を進めていく必要があるが、ＥＶは、車両価格の高さや充電
インフラが十分整備されておらず「電欠」不安等から普及が進んでおらず、令和３年度末現
在のＥＶ保有率は0.088％（全国平均0.179％）で、全国第45位である。 

    ＥＶの普及促進に向けては、ＥＶ導入の支援・普及啓発と安心・安全な走行環境の整備の
両方に取り組んでいく必要がある。 

 
 ○2030年までに目指す地域脱炭素の姿 
  2050年カーボンニュートラル実現を目指して、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比
46％（暫定）削減することを当面の目標とし、経済・社会、産業等の幅広い領域において、県
民、行政、事業者等がそれぞれの役割のもと一丸となり、オール愛媛で取り組む。 

 
 
（２）改正温対法に基づく地方公共団体実行計画の策定又は改定 
 
 ○現行計画 
  令和２年２月に策定した愛媛県地球温暖化対策実行計画においては、2050年脱炭素社会の実現
を目指して、2030年度の県全域の温室効果ガス排出量を2013年度比27％削減、県事務事業にお
ける温室効果ガス排出量を2013年度比17％以上削減する目標を掲げている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ○改定予定 
  国の地球温暖化対策計画（改定）や、令和３・４年度に実施した再生可能エネルギー導入促進
調査の結果その他の地域の実情を踏まえ、令和５年度中に県計画を改定する予定である。 

  なお、改定に先立ち、令和４年11月、区域施策編及び事務事業編の温室効果ガス削減目標をそ
れぞれ国と同率の46％及び50％に暫定的に引き上げ、対策の強化・加速化を図っていくこととし
た。 

      ＜区域施策編の中期目標＞  
（現行）2013年度比▲27％   → （暫定）▲46％（国と同率） 

      ＜事務事業編の暫定目標＞ 
（現行）2013年度比▲17％以上 → （暫定）▲50％（国と同率） 

 
（３）促進区域 
   －（県基準は、令和５年度の愛媛県地球温暖化対策実行計画の改定に合わせて策定予定。） 
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２． 重点対策加速化事業の取組 

（１）本計画の目標 
 
（地方公共団体実行計画に掲げる目標達成に向けた重点対策加速化事業の位置付けや活用方策等） 
 
 ○愛媛県地球温暖化対策実行計画 ＜区域施策編＞ 
  基本理念 県民の暮らしと低炭素社会が両立する「環境先進県えひめ」の実現 
  基本方針 Ⅰ 低炭素型ライフスタイルへの転換 
       Ⅱ 低炭素型の“ビジネススタイル”の実現 
       Ⅲ エネルギーの低炭素化の推進 
       Ⅳ 環境負荷の少ない地域づくり 
       Ⅴ 環境教育・環境学習の充実とパートナーシップの構築 
       Ⅵ 気候変動への適応の推進 
  対策・施策 （関係分抜粋） 
       Ⅰ 低炭素型ライフスタイルへの転換 
        ■省エネ住宅の導入促進 
           住宅の高断熱化と高効率設備の導入により、大幅な省エネルギーを実現し

た上で、再生可能エネルギーの導入により、年間のエネルギー収支を正味
（ネット）でゼロとすることを目指すネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
（ＺＥＨ）の導入に対して補助を行うなど、県・市町が連携して省エネ住宅
の導入促進に取り組みます。 

        ■家庭用燃料電池・蓄電池の普及拡大 
           エネルギー効率の飛躍的向上に資する家庭用燃料電池並びに電力需給の安

定化及び停電時の安全・安心の確保に資する家庭用蓄電池の普及拡大に取り
組みます。 

        ■エコカーの普及促進及びエコドライブの推進 
           運輸部門の排出量のうち、自動車によるものが約８割を占め、その多くが

家庭で利用する普通自動車となっています。電気自動車やプラグインハイブ
リッドカーなど、エネルギー消費の少ないエコカーの普及を促進するため、
太陽光発電で充電する電気自動車の公用車を活用した普及啓発や、エコドラ
イブに関する情報の提供により、自家用車の走行に伴う温室効果ガス排出量
の低減を進めます。 

       Ⅱ 低炭素型の“ビジネススタイル”の実現 
        ■建物の省エネルギーや省エネ設備等の導入促進 
           事務所からの二酸化炭素排出量を削減するため、公共施設やオフィスビル

等のネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）化の推進や、高効率空調・
ＬＥＤなどの省エネ設備の導入促進を図ります。特に中小企業に対しては、
省エネ回収等の費用に係る低利融資制度等により、機器や設備の導入を支援
します。 

        ■電化シフトの推進 
           化石燃料由来の熱利用の低炭素化に向けては、再生可能エネルギー等の活

用を見据えた電化シフトを進めていく必要があることから、事業者への普及
啓発や低利融資制度等により、工場や事業所における運輸・熱需要の電化を
推進します。 

       Ⅲ エネルギーの低炭素化の推進 
        ■地域と共生した太陽光発電の導入拡大 
           温暖な瀬戸内気候により天候に恵まれ、年間日照時間が全国平均を上回る

という地域特性を活かし、地域との共生を図りながら、ＺＥＨの補助等によ
る住宅用太陽光発電の導入支援や、中小企業向けの低利融資制度による事業
用太陽光発電の導入拡大を図ります。 

 
 ○愛媛県地球温暖化対策実行計画 ＜事務事業編＞ 
  目標達成  ■省エネルギーの推進（ハード的施策にかかわるもの） 
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  のための    ・新築建物のＺＥＢ化の推進 
  取  組    ・既存建物の高断熱化の推進 
          ・ボイラー設備や空調設備など設備更新時の高効率機器の積極的な導入 
          ・高効率照明設備への速やかな更新 
          ・公用車へのエコカー（電気自動車、バイオディーゼル車等）の導入促進 
          ・エネルギー診断の受診 
          ・デマンド監視装置の活用 
        ■省エネルギーの推進（ソフト的施策にかかわるもの） 
          ・施設管理者を対象とした省エネ研修の実施 
          ・省エネルギーマニュアル（管理標準）に基づいた省エネ対策の実施 
          ・クールビズ、ウォームビズの推進 
          ・超過勤務の縮減 
          ・職員個々の取組による全庁的な省エネルギーの推進 
        ■新エネルギーの導入 
          ・県管理施設等への太陽光発電や小水力発電の導入推進 
          ・バイオマス利活用の推進 
 
（本計画の目標等）  

①温室効果ガス排出量の削減目標 4,285トン-CO2削減／年 

②再生可能エネルギー導入目標 5,688 kW （ゼロ予算事業合算 8,988 kW） 

（内訳）・太陽光発電設備 5,688 kW （ゼロ予算事業合算 8,988 kW） 

③その他地域課題の解決等の目標 ○脱炭素の促進 
  交付金を活用した本計画（事業）を活用し
た取組みを進めることで、本計画の目標達成
と合わせて、愛媛県地域温暖化対策実行計画
に定める温室効果ガス排出削減目標の達成に
向けた効果上積みを図る。 

 ・ 県有施設に太陽光発電設備や省エネ設備
の設置を加速化させ、設置可能な県有施設
における太陽光発電設備設置率を2030年
度には50％以上とする。 

 ・ 県有施設における温室効果ガス排出削減
効果をＰＲすることで、地域への普及を牽
引していく。 

 ・ 市町と連携して、家庭向け太陽光発電設
備の導入を促進し、県内一円に再エネ創出
の機運を醸成する。 

○災害対応力（レジリエンス）の向上 
 ・ 太陽光発電設備の導入と合わせて、県公

用車を順次ＥＶ（車載型蓄電池）の切替え
や個人・事業者のＥＶ導入を促進し、2030
年度における県内ＥＶ保有台数を57,000
台とする※１。 

 ・ また、ＥＶの導入により、エネルギー自
立を促進し、災害対応力を向上させる。 

○電力料金等の支出及び地域活性化 
 ・ 電力料金・燃料費の支出（県外流出）が

削減される。 
  県有施設／年間199,129千円の支出減※２ 
  家 庭 等／年間115,529千円の支出減※３ 
 ・ その結果、県内再投資の増加が可能とな

り、地域経済の活性化が図られる。 
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④総事業費  2,370,714千円 
（うち交付対象事業費 1,986,663千円） 

⑤交付限度額 663,349千円 

⑥交付金の費用効率性 9.2千円／トン-CO2 

  ※１ 自動車保有台数987,500台×国のＥＶ及びＰＨＥＶ導入見通し16％（資源エネルギー庁
「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」）×本県のＥＶ及びＰＨＥＶに占めるＥＶの
割合36％≒57,000台 

  ※２ 年間発電量 5,688kW×損失係数0.85×年平均日射量4.03×365日＝7,111,750kWh 
     電気料金  7,111,750kWh×28円/kWh（実績）＝199,129,000円 
  ※３ 年間発電量 3,300kW×損失係数0.85×年平均日射量4.03×365日＝4,126,015kWh 
     電気料金  4,126,015ｋWh×28円/kWh（四国電力おトクe-プラン）＝115,528,420円 
                                （１世帯平均 175,043円） 
 
（２）申請事業 
 
 ①屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 

令和５年度 [家庭等]太陽光発電設備の共同購入事業※ 110件、550kW 

令和６年度 
[ 県 ]県有施設への自家消費型太陽光発電設備の導入 
[家庭等]太陽光発電設備の共同購入事業※ 

16件、471kW 
110件、550kW 

令和７年度 

[ 県 ]県有施設への自家消費型太陽光発電設備の導入 
[ 県 ]県有施設への蓄電池の導入 
[ 県 ]車載型蓄電池等の導入（公用） 
[ 県 ]充放電設備の設置（公用） 
[家庭等]太陽光発電設備の共同購入事業※ 

12件、1,387kW 
１件、691kWh 
7台 
7基 
110件、550kW 

令和８年度 

[ 県 ]県有施設への自家消費型太陽光発電設備の導入 
[ 県 ]県有施設への蓄電池の導入 
[ 県 ]車載型蓄電池等の導入（公用） 
[ 県 ]充放電設備の設置（公用） 
[家庭等]太陽光発電設備の共同購入事業※ 

15件、988kW 
15件、300kW 
24台 
16基 
110件、550kW 

令和９年度 

[ 県 ]県有施設への自家消費型太陽光発電設備の導入 
[ 県 ]県有施設への蓄電池の導入 
[ 県 ]車載型蓄電池等の導入（公用） 
[ 県 ]充放電設備の設置（公用） 
[家庭等]太陽光発電設備の共同購入事業※ 

19件、1,792kW 
19件、380kW 
13台 
11基 
110件、550kW 

令和10年度 

[ 県 ]県有施設への自家消費型太陽光発電設備の導入 
[ 県 ]県有施設への蓄電池の導入 
[ 県 ]車載型蓄電池等の導入（公用） 
[ 県 ]充放電設備の設置（公用） 
[家庭等]太陽光発電設備の共同購入事業※ 

17件、1,051kW 
17件、340kW 
5台 
5基 
110件、550kW 

合計 

[ 県 ]県有施設への自家消費型太陽光発電設備の導入 
[ 県 ]県有施設への蓄電池の導入 
[ 県 ]車載型蓄電池等の導入（公用） 
[ 県 ]充放電設備の設置（公用） 
[家庭等]太陽光発電設備の共同購入事業※ 

79件、5,688kW 
52件、1,711kWh 
49台 
39基 
660件、3,300kW 

  ※ 太陽光発電設備の共同購入事業は、制度創設・運営・管理を実施するが、ゼロ予算事業のた

め、事業費は計上しない。 

  ※ 各年度の積み上げと合計は、端数の関係で一致しない場合がある。 

 
③業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導 

令和９年度 [ 県 ]高効率給湯器等の導入 2件、6台 

令和10年度 [ 県 ]高効率給湯器等の導入 2件、4台 

合計 [ 県 ]高効率給湯器等の導入 4件、10台 
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⑤ゼロカーボン・ドライブ 

令和５年度 
[ 県 ]車載型蓄電池等の導入（公用） 
[ 県 ]充放電設備の設置（公用） 
[法人等]充電設備の設置補助（経路充電・目的地充電） 

6台 
3基 
10基 

令和６年度 
[ 県 ]車載型蓄電池等の導入（公用） 
[ 県 ]充放電設備の設置（公用） 
[法人等]充電設備の設置補助（経路充電・目的地充電） 

5台 
3基 
10基 

令和７年度 
[ 県 ]車載型蓄電池等の導入（公用） 
[ 県 ]充放電設備の設置（公用） 

4台 
2基 

合計 
[ 県 ]車載型蓄電池等の導入（公用） 
[ 県 ]充放電設備の設置（公用） 
[法人等]充電設備の設置補助（経路充電・目的地充電） 

15台 
8基 
20基 

 
 特記事項： 申請事業のほか、以下の各種事業を実施することにより、「意識啓発」「省エネ普及」「再

エネ普及」の各観点から、民生部門の脱炭素化を包括的に促進する。 

        「2050年脱炭素社会・アクション宣言」、愛媛版Ｊ－クレジット制度プロジェクト、 

        家庭用燃料電池・蓄電池・ＺＥＨ導入促進、家庭向け及び事業者向け車載型蓄電池等 

        の導入補助、公用ＥＶカーシェアリング実証事業、電動車普及啓発イベント、 

        水素サプライチェーンモデル実証事業、水素ステーション設置補助事業 等。 

 
 
（３）事業実施における創意工夫 
 

 ○自家消費型の太陽光発電の推進（（２）①関係） 

   県有施設において、日照時間が比較的長い（前述）という特性を活かして、初期投資不要となるＰ

ＰＡ等による自家消費型太陽光発電の導入を積極的に進める。その際、適地を地域ブロック毎に集約

することで、設置時のスケールメリットを生かす。 

   また、導入事例や温室効果ガス排出削減効果、電気料金の支出削減効果等を発信することで、県内

での横展開に繋げる。 

 

 ○太陽光発電設備の共同購入制度の創設・運営・管理（（２）①関係） 

   太陽光発電設備の導入補助（市町単独）に加え、県・全20市町が連携して、一般県民・事業者等

の太陽光発電設備の共同購入制度を創設し、県内一円に再エネ創出の機運を醸成する。 

   ※共同購入事業は、ゼロ予算で実施する。 

 

 ○ＥＶ導入促進（（２）①、（２）⑤関係） 

   リース替え・購入等のタイミングで計画的に公用車をＥＶ化するとともに、別事業で実施する公用

ＥＶカーシェアリング実証事業や電動車普及啓発イベントを通じて、市町や県民への普及啓発を図

り、個人・事業者等のＥＶ導入に対して補助する。同時に、市町・法人・団体等の多様な主体の協力

により、経路充電等の設備を充実させ、安心・安全な走行環境を整備する。 

   ※家庭向け及び事業者向け車載型蓄電池等導入補助は、別事業で実施する。 

 

 ○脱炭素化と災害対応力（レジリエンス）の同時実現（（２）①、（２）⑤関係） 

   県有施設及び一般家庭・事業所への太陽光発電設備及び蓄電池／車載型蓄電池（ＥＶ）／外部給電

器を導入することで、平時は、温室効果ガスの排出削減及び電力料金及び燃料費の支出削減を図り

（前述）、停電を伴う災害時等には、自立電源の確保によるレジリエンスの向上を図る。 

   なお、災害時等に際しては、防災協定に基づき派遣されるＥＶも最大限活用して、自立電源のない

防災拠点等への非常電源を確保する。 

 

 ○高効率給湯器等の導入（（２）③関係） 

   省エネ設備への更新を加速化させ、県有施設全体の環境性能を向上させる。 
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（４）事業実施による波及効果 
 

 ○県の率先垂範による県内市町・民間への波及 

   県有施設での取組事例、温室効果ガス排出削減効果を様々な方法で広く発信することにより、市町

や企業・事業者、一般家庭における取組が促進される。 

  【発信方法】 

  ・ 市町向けには、既存の「県・市町連携推進本部」（知事及び県内全市町長の直接協議の場）やそ

の下部組織を通じて、「オール愛媛」での取組を促進する。 

    （太陽光発電設備の共同購入事業（前述）も、同枠組みを活用して、県と全20市町で施策化。） 

  ・ 県民や事業者等向けには、「愛媛県地球温暖化防止県民運動推進会議」や「地球温暖化防止活動

推進センター」を通じた情報提供、「愛媛県地球温暖化防止活動推進員」による普及・啓発活動、

ＨＰを含む県広報媒体を通じた広報のほか、ローカルSDGs四国を通じた情報発信も行う。 

 

 ○民間活力の利用による経済循環 

   民間事業者による設置・施工、ＰＰＡ・リース、調達等により、経済循環が促進される。 

 

 ○燃料費負担の軽減・県外流出の防止 

   県民・事業者の電力料金・ガソリン代等の負担が軽減されるとともに、電気料金等の県外流出を防

ぎ、県内経済活動への再投資が可能となる。 

 

 ○非常時の防災対応力の向上 

   太陽光発電及び蓄電池／車載型蓄電池（ＥＶ）／外部給電器の組み合わせにより、非常時等のエネ

ルギー自立を図り、防災対応力（レジリエンス）の向上・強靭化が図られる。 

 
（５）推進体制 
 ①地方公共団体内部での推進体制 
 
  副知事をトップに、庁内関係部局長で構成する「愛媛県地球温暖化対策推進本部」を令和４年
11月に設置。各部局が連携し、本県の脱炭素社会の実現に向けた各種施策を総合的・部局横断的
に推進する体制を構築している。 

  また、同本部のもと、事務を補助する幹事会を設置し、部局間の調整を行うとともに、必要に
応じて専門部会を設置し、個別事項について検討を行う。 

  なお、地球温暖化対策を所管する県民環境部環境局環境・ゼロカーボン推進課が事務を主管す
る。 
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 ②地方公共団体外部との連携体制 
 
  知事をトップに、20市町をはじめ、経済団体、金融機関、太陽光発電設備取扱事業者等の265
企業・団体（R4年10月現在）が参加する「愛媛県地球温暖化防止県民運動推進会議」を中核とし
て、県内の各界各層が一体となって温室効果ガス排出量削減に取り組み、「愛媛県地球温暖化防止
活動推進センター」及び「愛媛県地球温暖化防止活動推進員」と連携した普及啓発活動を展開す
るとともに、既存の「県・市町連携推進本部」（知事及び県内全市町長の直接協議の場）の枠組み
を活用して、「オール愛媛」での取組を促進する。 

  なお、施策の進捗状況は、外部委員で構成される「愛媛県環境審議会」（温暖化部会）で点検
し、公表する。 

 
 

３． その他 

（１）財政力指数 
 
 令和３年度 愛媛県財政力指数  0.42493  （都道府県平均 0.50034） 
 
（２）地域特例 
 
 なし 
 

 


