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レジ袋の利用についてのアンケート集計結果まとめ 

アンケート実施概要 

北海道大学環境課題推進委員会 

アンケート調査実施期間：2019 年 1 月 11 日～2 月 8 日 

調査方法；アンケート用紙配布 Google フォーム 

回答者；239 名（学生 202 名 教職員 36 名 その他 1 名） 

調査の目的 ；  

 ・ レジ袋をはじめとするプラスチックごみ削減にむけた抜本的対策の検討材料にするため調査を実施。 

 

 

生協購買店の利用状況に関する質問 

（１）週に何回ほどご利用されていますか？ 

 

利用回数については、週 3.0 回が平均となっています。 
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（２）利用する主な店舗（1 か所）はどの店舗ですか？ 

 

 

 

（３）主に利用されている時間帯は？（複数回答あり） 

 

利用店舗や利用時間帯については、回答していただいたサンプル特性もあり、回答にばらつきが生じて分散しています。 
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（４）主に購入する商品は？（複数回答あり） 

 

購買店での食品（CVS 商品）分類の利用度は、生協会館店・中央店・工学部店・北部店を合わせた合計点数

構成比で 83.4%となっています。アンケート回答結果もそのような状況を反映しているものと思われます。 
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レジ袋の利用状況に関する質問 

（１）レジ袋の利用について 

 

その他 

 研究室のごみ袋として 

 研究室のごみ箱で臭うと嫌なのでレジ袋に包んで捨

てる 

 単品で買うことが少なく必要なため） 

 お弁当を捨てる際に必要 

 

「辞退している」と回答した方が 56.3%でした。この数値は「2017 年度のレジ袋の仕入状況と利用客数」とを比較し

た数値とほぼ合致しています。 
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（２） （１）で「辞退していない」とお答えした方へ その理由は？（複数回答あり） 

 

「商品の受け取りや持ち運びに便利」と答えた方が、８０％を占めています。利用する側も提供する側も便利なレジ袋を

断れない状況があると思います。 
 

 

（３）商品と一緒に渡されたレジ袋はそのあとどう処理されますか？ 

 

レジ袋を、「再利用する」と答えた方が 66%、「ごみとして捨てる」と回答した方が 33.%でした。 
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レジ袋の有料化に関する質問 

（１）レジ袋が有料化されたら、レジ袋の利用は？ 

 
「レジ袋」を有料化したら「辞退する」と回答した方が 90%を超えており、経済的手法によるレジ袋削減手段が極めて

有効であることがわかります。 

 

 

（２）レジ袋が有料化されたら、マイ（エコ）バックを？ 

  
「マイバックを用意する」と答えた方が 54%、「用意をしない」と答えた方が 46%と半分半分です。 

今後、店舗によっては昼ピーク時の買上商品の精算時に混雑が発生するなどの問題が起こりそうです。 
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（３）生協で有料化を開始する時期は？ 

 

その他 

 17 件のうち、13 件は有料化に対して否定的な意見であり、「実施すべきではない」「有料化しないでほしい」「なぜ有

料化前提になっているかわからない」などと述べられている。 

 その一方で、2 件はいつでもよいという肯定的な意見になっている。 

 その他 2 件は「有料化という方法ではなく、利用しない人にポイントを付与しては」「商品に袋代をいれて無料に見え

るようにする」となっている。 

 

「直ちに開始」と答えた方が、32%、「２～３か月の周知期間を経て実施」と答えた方が、55%、有料化の開始時期

については、2020 年度の法制化を待たずに実施すべきと回答した方が全体の 8 割を超えています。ただし、設問が有料化の是

非を問う設問になっていないため記述欄に有料化に反対と回答された方も十数名いました。 
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環境問題に関する質問・意見 

（１）プラスチックごみ問題が大きな問題となっていますが？ 

 

「関心がある」と回答した方が、69.9%とほぼ 7 割を占めており、この問題に高い関心を示しています。レジ袋の利用

削減にむけた取り組みにおいて、SDGs と関連づけて行うことによって大きな共感を呼ぶ可能性を秘めていると思います。 
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（２）生協で取り組んで欲しい環境問題について要望がございましたらお聞かせください 

 異常気象（気候温暖化）について 

 

 割りばしの使用を控える！ 

 レジ袋もそうだが、はし等、身近な環境問題取り上

げてほしい！ 

 間伐材の箸を使用すること 

 レシートの電子化 

 生ゴミの堆肥化，購入履歴と学生情報の紐付けに

よるレシートの削減（レシートは希望者にのみ渡す

等） 

 廃棄処理について。大学生協でアルバイトしている

が、大量の弁当やおにぎりを廃棄するのに抵抗を

感じる。最近店員の廃棄持ち帰りが問題となった。

アルバイトの身分としては、確かに違反行為ではあ

るが、棄てることへの躊躇い、勿体なさもあったと思

う。大学生協側としても売る努力をすべきである。閉

店時間に近付くと割引をし、間近では原価ギリギリ

まで落として売る、等はどうだろうか。プラごみと同じ

位、廃棄問題も考慮すべきであると考える。考慮し

て頂けると幸いです。 

 おにぎりやパンなどの食品が大量に廃棄されてい

る現状の改善。サービスを提供する側もされる側も

理解する必要がある。 

 4 月などの時期に食品の廃棄量が多いので何か取

り組みをした方がいいと思う 

 廃棄の削減（原文のまま 食品？それともごみ全

般？） 

 食料廃棄 

 食品廃棄 

 食品ロス削減 

 食品ロス 

 恵方巻きが話題を呼んだが、食糧廃棄についても

関心を持つべきだ 

 鰻不売(買)運動 

 

 レジ袋を 200 円にすべき 

 有料化していいと思います（原文のまま レジ袋

を？） 

 持ち運ぶのがはずかしい レジ袋を作る （原文の

まま） 

 レジ袋を、有料化するよりも、まずはレジ袋が必要

な人だけ申し出る制度にすれば減るのではないか

と思う。有料化するかは、それでも減らない場合に

検討すべきだと思う。 

 レジ袋の使用削減によって職を失う方がいることを

もちろん理解しているのでしょうか。また、レジ袋の

使用削減が本質的な石油使用の削減に繋がるとは

思えません。 

 プラスチックの消費量を削減するために、紙製のス

トローを導入してほしい 

 ビニール袋使用の削減とポイ捨ての減少の因果関

係をしっかり示すべきだと思います。悪いのは雑に

使用する人間であって、ビニール袋ではありません。

最近ではアメリカでビニール製ストローが使用禁止

になったことが話題になりましたが、あの一件でビニ

ールストローを作っていた会社が潰れてしまったそ

うです。大学内の企業であるため、論理的な根拠が

ないと学生が納得しないと思います。  

 「自分がゴミを出している」という意識が学生の中に

ほとんど感じられず、毎日多量のゴミが出ている。ゴ

ミ箱を見て悲しくなる。レジ袋有料化は 1 番最速で

できる策だとは思うが、いっそのことすぐにではなく

てもいいので撤廃してほしい。有料化→撤廃。しか

しエコバックの販売はしないでほしい。なぜならエコ

バックを忘れる→買い直す→結局ゴミとして最終的

に捨てられるという流れが見えるから。(レジ袋にせ

よ何にせよ、「何回使うか」が大事なのだと思いま

す) 

 生分解性プラの利用など進められたらもっと良いと

思います。  

 

 資源ごみの回収 

 ゴミ分別を行うこと。現状は缶瓶ペットとそれ以外で

しか分けられていないため、プラスチック用のゴミ箱

を設置すべし。 

 カートリッジ、乾電池、牛乳パックの分別場所がもっ

とわかりやすく目立つようにしてほしい。増やしてほ

しい。 

 廃品回収とか…？ 

 ゴミ拾い（組合員を巻き込んで） 


