
N
G
O
・
N
P
O
が
期
待
さ
れ
る
役

割
と
し
て
は
、
脱
炭
素　

を
目
指
す
世

界
的
な
共
通
意
識
を
日
本
の
社
会
で
も

共
有
・
認
識
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
気
候

変
動
は
ど
こ
か
遠
く
の
国
で
起
き
て
い

る
、
嵐
や
干
ば
つ
と
い
っ
た
単
独
の
リ

ス
ク
で
は
な
く
地
球
全
体
の
問
題
で
あ

り
、
明
日
は
我
が
身
だ
と
い
う
危
機
感

を
市
民
に
広
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
パ
リ
協
定
は
国
際
機
関
や
政

府
だ
け
が
旗
を
振
っ
て
取
り
組
ん
で
い

く
の
で
は
な
く
、
非
国
家
ア
ク
タ
ー
　
に

も
主
体
的
に
行
動
を
起
こ
す
こ
と
を
期

待
し
て
い
る
点
が
特
徴
で
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
環
境
保
全
活
動
に
対
す
る
世
間

の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
極
端
な
節
電

や
節
水
な
ど
「
従
来
の
生
活
を
み
ん
な

で
少
し
ず
つ
我
慢
し
て
取
り
組
む
も

の
」
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
印
象
が
強

い
現
状
を
好
転
さ
せ
て
、
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー　

な
ど
の
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス

や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
と
い
っ
た
新

た
な
チ
ャ
ン
ス
が
多
い
フ
ィ
ー
ル
ド
だ

と
周
知
す
る
こ
と
も
N
G
O
・
N
P
O

に
期
待
さ
れ
る
役
割
の
ひ
と
つ
で
す
。

パ
リ
協
定
発
効
後
の
い
ま
、
国
際
社
会

と
し
て
目
指
し
て
い
る
脱
炭
素
で
す
が
、

ま
ず
行
動
を
起
こ
す
の
は
「
地
域
」
の

単
位
か
ら
で
す
。
取
り
組
む
べ
き
世
界

規
模
の
問
題
と
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
つ

な
げ
る
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て

N
G
O
・
N
P
O
が
活
躍
す
れ
ば
、
気

候
変
動
問
題
を
地
域
活
性
化
の
チ
ャ
ン

ス
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
を
控
え
た
日
本

は
、
世
界
中
の
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

ロ
ン
ド
ン
や
北
京
で
も
そ
う
だ
っ
た
よ

う
に
、
環
境
に
配
慮
し
た
大
会
を
成
功

さ
せ
る
こ
と
が
当
た
り
前
の
時
代
に
な

り
、
国
と
し
て
持
続
可
能
な
社
会
を
目

指
し
て
い
る
姿
勢
を
、
い
か
に
示
せ
る

か
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
政
策
に
対

す
る
監
視
力
と
行
動
力
を
持
っ
た

N
G
O
・
N
P
O
を
中
心
に
、
社
会
全

体
で
脱
炭
素
の
機
運
を
高
め
て
い
く
こ

と
で
、
世
の
中
を
大
き
く
転
換
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

な
ど
に
よ
る
一
定
の
被
害
は
避
け
ら
れ

ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
途
上
国
な
ど
弱
い

国
は
甚
大
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
た
め
、
そ
う
い
っ
た
地
域
で
暮

ら
す
人
々
の
生
活
を
守
る
た
め
に
、
世

界
の
行
動
と
し
て
適
応
策
を
掲
げ
た
こ

と
に
は
意
義
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
緩

和
策
と
適
応
策
の
両
者
を
実
現
す
る
た

め
に
必
要
と
さ
れ
る
資
金
、
技
術
移
転
、

能
力
構
築
を
含
め
た
総
合
的
な
支
援
を

行
う
こ
と
を
決
め
た
こ
と
も
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
で
す
。
こ
の
よ
う
な
包
括
的
な

合
意
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、
科
学
的

な
知
見
が
深
ま
り
、
温
室
効
果
ガ
ス
が

深
刻
な
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
こ
と
が
周

知
さ
れ
た
と
言
え
ま
す
。

そ
ん
な
パ
リ
協
定
が
発
効
さ
れ
た
現

在
の
国
際
社
会
の
な
か
で
日
本
が
求
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
国
と
し
て
温
室

効
果
ガ
ス
の
排
出
量
を
削
減
し
先
進
事

例
と
し
て
成
果
を
出
す
こ
と
、
そ
し
て

日
本
と
世
界
の
経
済
的
な
強
い
結
び
つ

き
を
活
か
し
て
技
術
や
投
資
、
人
材
や

能
力
開
発
に
よ
っ
て
C
O
2
を
排
出
せ

ず
に
途
上
国
を
支
援
す
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
日
本
の

社
会
シ
ス
テ
ム
を
根
幹
か
ら
変
え
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
多
く
の
取
り
組
み
が
な

さ
れ
て
き
た
緩
和
策
　
に
加
え
、
今
回

の
パ
リ
協
定
で
は
適
応
策
へ
の
取
り
組

み
が
具
体
的
目
標
の
ひ
と
つ
と
し
て
掲

げ
ら
れ
ま
し
た
。
パ
リ
協
定
で
は
、
今

世
紀
後
半
に
は
C
O
2
を
は
じ
め
と
す

る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
を
実
質
的
に
ゼ

ロ
に
し
て
、
地
球
の
平
均
気
温
の
上
昇

を
1.5
〜
2
℃
未
満
に
抑
制
す
る
こ
と
を

定
め
ま
し
た
。
緩
和
策
に
加
え
、
各
国

が
適
応
策
に
も
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

も
決
定
し
ま
し
た
。
今
後
、
異
常
気
象

必
要
な
の
は
「
地
域
」
と

「
世
界
」を
結
び
つ
け
る
こ
と

2016年11月、地球温暖化対策の新しい国際ルール
「パリ協定」が発効されました。すべての国が持続可
能な未来に向けて、気候変動への対策をさらに進めて
いく必要があります。総括インタビューでは地球温暖
化防止に関わる情報発信・人材教育、政策提言を行
う特定非営利活動法人気候ネットワーク理事の平田
仁子さんに、NGO・NPOはどう気候変動と向き合い、
どう活動していくべきなのかを伺いました。

今こそ向き合う、

気候変動

日
本
は
世
界
5
位
の

C
O
2
排
出
国

脱
炭
素
化
を

新
た
な
チ
ャ
ン
ス
に

総 括 イン タビュー

特定非営利活動法人気候ネットワーク理事

平田仁子さん
出版社に勤務後、渡米。米国環境
NGO「Climate Institute」で気候
変動に関する活動に取り組む。帰国
後、98年6月から気候ネットワークに
参加。2007年6月から13年3月まで
東京事務所長。現在は理事として、
NGOの立場から国内の気候変動に
関する政策研究・政策提言・情報提
供などを行う。早稲田大学大学院社
会科学研究科修士修了。

産業革命から急激に排出してきた温室効果ガスを、同程度のスピードで減少させ
ていくことが求められている。出典：気象庁「気候変動監視レポート 2015」

Photo by IISDKiara Worth 
（enb.iisd.orgclimatecop21enb30nov.html）

❶緩和策と適応策……省エネや植林などCO2排出削減の取り組
みを「緩和策」と呼ぶのに対し、砂漠化や異常気象などへの耐
性を持つ取り組みや被害への対応を「適応策」と呼ぶ。
❷脱炭素社会……現在の産業構造やライフスタイルを変えるこ
とで、CO2の排出を実質的にゼロにする社会のこと。
❸非国家アクター……地方自治体や企業、NGOなど市民団体
のこと。気候変動は社会安定・企業活動を脅かすものであると
同時に脱炭素マーケットを活性化させる機会にもなり、パリ協
定下では非国家アクターの行動強化が期待されている。

❹再生可能エネルギー……石油や石炭といった資源貯蓄量に限
りのある化石エネルギーとは異なり、太陽光や風力といった自然
界に常に存在するエネルギーのこと。

やさしいエコワード講 座

緩和
温室効果ガスの
排出を抑制する

適応
自然や人間社会の
あり方を調整する

特集

s p e c i a l  i s s u e _ c l i m a t e  c h a n g e

パリ協定で決定した5大事項

❶平均気温上昇を2℃未満に抑制

❷今世紀後半には温室効果ガスを“ゼロ”へ

❸各国が自国の削減目標や行動を提出

❹気候変動の影響への適応策も実施

❺資金・技術で途上国の行動を支援
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