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ヨーロッパの気候変動と
SDGsへの取り組み

毎日新聞外信部 八田浩輔



IPCC AR6/WG1報告書（2021）

過去2000年で前例のない温暖化



IPCC AR6/WG1報告書（2021）



気候変動と国際政治 50年の歴史

1972年 ストックホルム会議

1988年 米議会 ハンセン証言「温暖化は既に起きている」
IPCCの設立

1992年 リオ地球サミット 気候変動枠組み条約の採択 ＝SDGsの原点

1995年 第１回気候変動枠組み条約締約国会議（COP１）

1997年 京都議定書採択（COP３）＝先進国に温室効果ガスの削減義務を課した

2005年 京都議定書発効 ＝米国は参加せず

2015年 パリ協定採択（COP25）
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パリ協定
2020年以降の気候変動対策の枠組み

UNFCCC



世界共通の長期目標
気温上昇を1.5度未満に

パリ協定では、世界の平均気温

上昇を、産業革命前に比べて2度

より低く保ち、できれば1.5度に

抑える努力をする目標を掲げ

る。そのために全世界で今世紀

後半までにカーボンニュートラ

ルを実現する。

Point 1

すべての国が削減目標を５年ご

とに提出・更新する。前身の京

都議定書は、排出削減の法的義

務は先進国にだけ課せられた。

これが参加国に不公平感を生む

要因となり、最大の排出国だっ

た米国が離脱して形骸化。

すべての参加国に
排出削減の努力求める

Point 2

2015年の国際会議COP21に参加

した196カ国が合意。先に経済発

展を遂げ、温暖化の原因を作っ

た先進国と、これから経済発展

のために排出せざるを得ない途

上国との間に横たわる公平性の

問題を「一応」乗り越えた。

先進国vs途上国の
対立乗り越え

Point 3
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パリ協定とは何か？
対立乗り越えた「画期的」な枠組み ／ 気候政治を動かすエンジン
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共通だが差違ある責任
common but differentiated 
responsibilities

気候変動への責任は世界各国に共通するが、歴

史的な排出量などを考慮して、先進国と途上国

の責任の大きさには違いがあるという考え方。

1992年のリオ地球サミットの共同声明で初め

て用いられ、パリ協定にも採用されている。

気候政治で重要な二つの原則
パリ協定にも明記 問われる公正さ

Point 1

脱炭素社会に向けた社会の移行の過程では、化

石燃料産業などに依存する地域や労働者が打撃

を受けるリスクがある。「誰一人取り残さな

い」という理念の下で、こうした社会的・経済

的な弱者に配慮する取り組みや考え方。

公正な移行
just transition 

Point 2



先進国と途上国の不公正



（いずれも全国地球温暖化防止活動推進センター）

先進国と途上国の不公正
現役世代でも１人当たりの排出量に大きな差



現役世代の不公正
トップ10%の富裕層の排出量は世界全体の50%に相当

https://twitter.com/Oxfam/status/672000710788169728/photo/1



毎日小学生新聞 2022年4月23日

世代間の不公正
2020年生まれと祖父母世代のリスクの差



それでも減らないCO2



Climate Justice 気候正義（公正）
さまざまな不公正に目を向けながら気候問題の解決を目指す
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学校ストライキ 10～20代が欧州政治にもたらした「緑の波」

2018年夏にグレタ・トゥーンベリさ

んが始めた気候ストライキは、同年

12月のCOP24をきっかけに欧州全土

に急拡大。親や祖父母の世代にも運動

の輪は広がり、2019年5月のEU欧州

議会選挙では「緑の党」系政党の大躍

進につながった。選挙後の世論調査に

よれば、独仏など中核国の有権者が投

票する上で最も重視した政策は「気候

変動対策と環境保護」がトップだっ

た。その後に発足したEUの新執行部

は、気候変動対策を最優先課題と位置

づけ、主要経済圏で初めて2050年

カーボンニュートラルを掲げた。

気候正義をめぐる動き①
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当初から主張は二つ

「気候正義」
「私の声ではなく、科学の声に耳を傾けて」

「暮らしに影響を及ぼし始めている気候変動に抗
う私たちの努力は足りていない。その事実を直視
すべきだというグレタの指摘は目新しくもなけれ
ば、隠されていたことでもない」

（2019.6「世界」の筆者ルポ）

グレタ・トゥーンベリ
Fridays For Futureの顔 18歳の環境活動家



地元では普通の高校生





応援する大人たち



残された時間は少ない
カーボンバジェットという考え方 1.5度まで「あと4年」?
単純に2050年「実質ゼロ」を達成すれば良いわけではない



排出「実質ゼロ」の意味
カーボン・バジェット（炭素予算）という考え方 ／ 1.5度まで「あと4年」?

HELMHOLTZ-ZENTRUM BERLIN FÜR MATERIALIEN UND ENERGIE

カ
ー
ボ
ン
・
バ
ジ
ェ
ッ
ト

（
一
定
の
気
温
上
昇
に
収
め
る
許
容
量
）

大気中の二酸化炭素

自然（森林、海洋）による除去

人為的な二酸化炭素の排出

蛇口を閉める＝排出量を減らす

人工的にCO2を除去＝実用段階にない



蛇口は開きっぱなし



（IEA World Energy Outlook 2022）

蛇口を閉めるとは？
エネルギー分野「ネットゼロ」への理想像



（UNEP Emission Gap Report2022）
※ここでの排出量は土地利用によるCO2やメタンを含む

現実と目標のギャップ

■現在の排出ペースでは今世紀末までに2.6
～2.8度上昇する

■1.5度目標の実現には2030年までの10年間
で、世界の全体の排出量を年7.6%づつ減らす
必要がある

■2020年に世界の温室効果ガスは7%減っ
た。ただし、これは新型コロナウイルスの影
響。2021年にはリバウンド
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気候変動への関心がテロを上回る
欧州市民が考える重要課題
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若者世代で高い伸び

25歳未満 14ポイント⤴

25-39歳 12ポイント⤴

過去20年で投票率は最高に
‘19欧州議会選挙の投票率の推移 欧州メディアは「グレタ効果」
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（European Parliament）



‘21ドイツ総選挙も争点は気候変動
有権者の関心は新型コロナを逆転

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/polls-reveal-citizens-support-energiewende



ドイツ与党に「緑の党」
前政権は2030年までに温室ガス65％減、2045年カーボンニュートラルを約束



（fridaysforfuture.org）



「写真を消しただけじゃない

大陸を消した」

「アフリカは最も二酸化炭素を排出しない

のに、気候危機の影響を最も受けている。

私たちの声を消しても何も変わりません」

ヴァネッサ・ナカテ（ウガンダ）

「公正」とは何か AP通信の教訓
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気候変動訴訟 オランダ最高裁 政府に削減目標の引き上げ命じる判決

市民やNGOが政府や大企業を相手取

り、気候変動対策の強化を求める「気

候変動訴訟」が世界的な広がりをみせ

ている。各地で原告側の敗訴が続く

中、オランダでは2019年12月、「政

府は気候変動の脅威から国民を守る義

務があるとして、2020年までの温室

効果ガスの削減目標引き上げを命じ

た。気候変動は人権を脅かすと認め、

政府に影響を防ぐ義務があるとした判

決が確定するのは世界で初めて。提訴

から6年を要した。その後、アイルラ

ンドやドイツでも原告が勝訴する例が

続いている。

気候正義をめぐる動き②





気候変動は人権を脅か
す「危機」と認めた

Point 1

温室ガス削減は国民を
守るための政府の義務

Point 2

当事国の一つでも
免責の理由にならない

Point 3
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「歴史的」判決の三つのポイント

「環境政策で欧州の最低レベルだったオランダ政府が、環境を優先度の高い

政治課題としたことも訴訟の成果」（原告団）
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過去５年で急増 欧州では原告勝訴も
気候変動訴訟の件数の推移 2021年には石油メジャーのシェルが敗訴

（Columbia Climate School Sabin Center For Climate Change Law）
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あの豪雨・熱波は気候変動の影響？
気候正義をめぐる動き③ イベント・アトリビューション研究



あの豪雨・熱波は気候変動の影響？
気候科学の最前線 イベント・アトリビューション研究

・気候モデルを使い、温暖化があった世界と全くなかった世
界をシミュレーションで比較。温暖化が極端な熱波や豪雨の
発生確率をどの程度変化させたかを推定する

・日本でも気象研究所、国立環境研究所などが実施。2018年
7月の西日本豪雨では、気候変動で発生しやすさが3.3倍に
なった可能性があると分析





気候変動訴訟で原告の「武器」に
IPCCの報告書でもアトリビューションの「進展」を強調
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したたかな欧州
理念と競争を整合させる規範パワー
環境分野のルール形成で世界を主導

（European Commission）
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欧州グリーンディール 脱炭素と成長の両立目指す EUの最重要政策

2050年までに世界で初めてカーボン

ニュートラルな大陸にするとの目標を

掲げ、新しい雇用の創出など経済成長

との両立を掲げる。2019年に就任し

たEUトップのフォンデアライエン欧

州委員長が任期5年の最重要政策と位

置づけて、向こう10年間で官民合わ

せて１兆ユーロ（130兆円）を投資

し、EU予算の4分の1を気候変動対策

にあてる。「取り残される人を出さな

い」をモットーに、化石燃料産業など

の労働者が新しい分野で働けるよう職

業訓練なども提供する「公正な移行メ

カニズム」と名付けた基金も特徴。
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ガソリン車の禁止 2035年までに新車販売を禁止 ハイブリッドも対象

欧州グリーンディールの一貫で20年7

月に発表。2035年以降の新車販売を

排気ガスを出さない「ゼロエミッショ

ン車」にするとし、ハイブリッド車を

含むガソリン車やディーゼル車の販売

を事実上、禁止する方針を打ち出し

た。ハイブリッド車が主力の日本メー

カーなどは大反発。英国ではガソリン

車やディーゼル車の新車販売を2030

年までに禁止。米国でもカリフォルニ

ア州、ニューヨーク州が2035年まで

にガソリン車などの新車販売を禁止す

る目標を掲げていて、EVシフトは世

界的な潮流になっている。

ディーゼルゲート(15年)でEVシフト加速



輸入

輸出

国境

EU製品 EU製品

EU域内市場域外の市場

EU域外
製品

EU域外
製品

炭素税 課税

還付

国境炭素税
環境のゆるい国からの輸入品に関税

同価格に 同価格に

公正な競争環境を保つ狙い

ＥＵと同じレベルの気候変動対策をしていな

い国や地域からの輸入品に対して、対策コス

トの差を事実上の関税として上乗せしようと

する仕組み。ＥＵの企業が規制のゆるい国に

工場などの拠点を移すような事態を防ぐ目的

がある。ＥＵ域外の対策加速や、産業転換を

促すことが期待できる一方、対象国と通商摩

擦を引き起こすリスクも。



国境炭素税
環境のゆるい国からの輸入品に関税

対立

地球全体の排出量
を減らすため。
将来世代のためだ

欧州の産業を守る
ための保護主義。
受け入れない
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チョコレート規制 森林破壊・児童労働につながるカカオは販売禁止

カカオ豆の生産地・西アフリカでは、

農地拡大のために貴重な森林が急速に

失われ、児童労働も問題になってい

る。世界で最もチョコを消費している

ヨーロッパ連合（ＥＵ）は、これを断

ち切るための新しい法律の導入を検討

中。法案では、カカオを輸入するＥＵ

の会社は、生産地の農園が２０２０年

より後に森林を破壊して作られたもの

ではないか、児童労働はないかなどを

証明することが求められる。大豆、牛

肉、コーヒーなども森林破壊に関係し

たとみなされた場合はＥＵでは売るこ

とができなくなる。



CO2排出が「悪」になる日
化石燃料産業の広告禁止 プライベートジェットに批判の目



ヨーロッパで感じたこと
日本との違いはどこに？

・気候変動＝人権問題という捉え方が定着している。民主主
義、法の支配と共に、守るべき社会の「基盤」という位置づ
け。

・その上で、国際政治・経済への影響力を高めるためのテコ
として利用している。自分たちが正しいと信じる理念を成長
に結びつけるルール作りに長けている。

・日本ほど「SDGs」という言葉やマークを見かけなかった
し、聞く機会も少なかった。なぜ？



「感覚」として共有されている？
SDGsのウェディングケーキ

(Stockholm Resilience Centre)



SDGs達成度ランキング(2022)
欧州が上位を独占 日本も健闘

1   フィンランド（86.5）
2   デンマーク（85.6）
3 スウェーデン（85.2）
4 ノルウェー（82.3）
5 オーストリア（82.3）
6 ドイツ（82.2）
7 フランス（81.2）
8   スイス（80.8）
9   アイルランド（80.7）
10 エストニア（80.6）

11   イギリス（80.6）
12   ポーランド（80.5）
13 チェコ（80.5）
14 ラトビア（80.3）
15 スロベニア（80.0）
16 スペイン（79.9）
17 オランダ（79.9）
18   ベルギー（79.7）
19   日本（79.6）
20 ポルトガル（79.2）

Sustainable Development Solutions Network
Sustainable Development Report 2022



SDGs達成度ランキング(2022)
日本は官製なのか？

Sustainable Development Solutions Network
Sustainable Development Report 2022

点数

政府の取り組み



SDGs達成度ランキング(2022)
１位フィンランドとの違いと共通点は？ 赤→最大の課題 黄→残る課題 緑→達成

Sustainable Development Solutions Network
Sustainable Development Report 2022



01
国際政治・経済
パワーゲーム

02
国内の政策
民間の動き

03
気候災害の現場

草の根

気候変動をどう報じるか
国際報道記者として心がける三つのアプローチ

公正への視線と気候科学の正しい理解



「物語」を紡ぐ
ピュリッツァー賞作家の“体験的な”提言

「人々は“乾いた”情報やデータを心に留めることはできない。それだけでは感情

に響かないことはわかっている。人々に何かを記憶してもらい、最終的に行動し

てもらうコンテンツとするためには、物語を紡ぐ必要がある」

ダン・フェイギン（NYU教授）

https://www.climateforesight.eu/future-earth/storytelling-is-part-of-the-solution-to-the-
climate-dilemma/



被害は社会的立場の弱い層に



緑地と温度偏差とエアコン普及率

同じ都市でも影響は不均衡に表れる



農業でも課題「公正な移行」



なぜ日本は特異なのか？

Pew Research Center（2021）



http://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/index.html

「日本の報道量は少ない」は本当か



世界の記者が悩み、学び続けている
Oxford Climate Journalism Network





気候報道体制の拡大の動き

アフリカ、ブラジル、米国で環境・気候変動報道を強化するため
20のポストを新設（2022年発表）

気候・気象分野の取材人員を20人以上増（2022年発表）



参考資料

毎日新聞「クライメート・ポリティクス」「欧州ニュースアラカルト」

世界（岩波書店）
「気候変動対策を求める若者たち 16歳の少女グレタは世界を変える
か」（2019年6月）
「欧州グリーンディールが描く未来のシナリオ」（2020年6月）
「原発とどう向き合うか? 葛藤するEUの均衡解」（2022年3月）



ありがとうございました
twitter : @kskhatta
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