
※ 2005 年以降の予測部分は複数の気候予測モデルに基づく予測データ。1986 〜 2005 年の平均値を 0.0℃と
する／※黒の観測部分は 42、赤の高位参照シナリオは 39、青の低位安定化シナリオは 32 の気候予測モデルの平
均を算出

「持続可能性」をめぐるウソ・ホント・でも
環境ジャーナリスト　枝廣淳子氏インタビュー

いま、地球で何が起きているのか。私たち自身の未来のために、どんな行動が求められるのか……。
絡み合う主張や思惑を解きほぐし、地球環境に関する誤解や思い込みをずばり正す。

環境ジャーナリストの枝廣淳子さんに聞く、「持続可能性」をめぐる真実と、その先への展望。

文／深沢慶太

地
球
温
暖
化
の
影
響
の
是
非
に
つ
い

て
は
、
以
下
の
3
つ
の
視
点
か
ら

考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
1
つ
は
「
そ

も
そ
も
温
暖
化
し
て
い
る
か
ど
う
か
」。
む

し
ろ
地
球
は
寒
冷
化
し
て
い
る
と
い
う
意

見
は
、
温
暖
化
を
裏
付
け
る
デ
ー
タ
（
図
１
）

が
多
く
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
や

少
数
派
で
す
。

　

次
に
「
温
暖
化
は
事
実
と
し
て
も
、
人

間
が
そ
の
原
因
か
ど
う
か
」。
異
論
も
あ
り

ま
す
が
、
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
（
気
候
変
動
に
関
す

る
政
府
間
パ
ネ
ル
）
の
最
新
レ
ポ
ー
ト
が
、

「
95
％
以
上
の
確
率
で
人
為
的
な
活
動
が
原

因
」
と
結
論
付
け
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
「
人
間
が
原
因
だ
と
し
て
も
、

手
を
打
つ
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
」。
温
暖

化
を
環
境
変
化
の
一
端
と
し
て
受
け
入
れ

て
い
く
べ
き
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、

環
境
保
護
の
観
点
か
ら
は
、
自
然
を
人
為

的
に
改
変
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
生
態
系

へ
の
影
響
だ
け
で
な
く
、
人
間
に
と
っ
て

も
、
熱
帯
原
産
の
外
来
生
物
や
デ
ン
グ
熱

な
ど
の
伝
染
病
が
拡
大
し
、
水
の
枯
渇
や

食
糧
危
機
が
発
生
、
海
水
温
の
上
昇
に
よ
っ

て
台
風
や
サ
イ
ク
ロ
ン
な
ど
が
巨
大
化
す

る
な
ど
の
不
都
合
は
、
寒
冷
地
で
農
業
が

可
能
に
な
る
と
い
っ
た
利
点
と
は
比
べ
る

べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
で
も
、
保
水
力
が
低
下
し
た
放
置

林
に
大
雨
が
降
る
こ
と
で
地
滑
り
が
頻
発

し
て
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
人
為
的
な
営

み
が
原
因
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
“
自
然

災
害
”
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
自
体
が
、
矛

盾
の
表
れ
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

資
源
の
枯
渇
と
温
暖
化
は
異
な
る
問

題
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
が
ち
で
す

が
、
温
暖
化
の
原
因
と
な
る
温
室
効
果
ガ

ス
の
大
半
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
生
産
・
消
費

過
程
か
ら
発
生
し
て
い
る
以
上
、
化
石
燃

料
と
温
暖
化
は
表
裏
一
体
の
問
題
と
し
て

捉
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
化
石
燃
料
の
枯
渇
を
考
え

る
際
に
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
徐
々
に
減
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
地
面
の
近
く

に
石
油
が
残
っ
て
い
た
こ
ろ
は
、
資
源
を

取
り
出
す
た
め
の
コ
ス
ト
は
最
小
で
済
み

ま
し
た
。
し
か
し
い
ま
や
深
海
な
ど
、
資

源
を
取
り
出
す
コ
ス
ト
は
増
加
の
一
途
を

辿
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
新
技
術
に
よ
っ

て
可
能
に
な
っ
た
シ
ェ
ー
ル
ガ
ス
の
採
取

も
、泥
岩
の
一
種
で
あ
る
頁
岩
（
シ
ェ
ー
ル
）

か
ら
ガ
ス
を
取
り
出
す
た
め
に
多
大
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
な
上
、
環
境
へ
の
悪
影

響
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
採

取
・
運
搬
、
発
電
施
設
の
建
設
や
維
持
な
ど
、

コ
ス
ト
投
資
に
対
す
る
リ
タ
ー
ン
の
割
合

を
表
す
考
え
方
を
「
E
R
O
I
（
エ
ネ
ル

ギ
ー
投
資
効
率
）」（
p
．15
参
照
）と
呼
び
ま
す
。

よ
り
遠
く
、
よ
り
低
質
な
資
源
に
手
を
出

さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
E
R
O
I
が
低

下
す
る
こ
と
で
、
コ
ス
ト
に
見
合
っ
た
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
温
暖
化
と
資
源
の
問
題

を
総
合
的
に
捉
え
つ
つ
、
い
ま
あ
る
資
源

を
消
費
し
て
い
る
間
に
、
化
石
燃
料
に
依

存
し
な
い
産
業
や
社
会
へ
の
転
換
を
進
め

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。

えだひろ・じゅんこ／1962年、京都府生ま
れ。環境ジャーナリスト、翻訳家。幸せ経済
社会研究所所長、NGOジャパン・フォー・サ
ステナビリティ代表、東京都市大学環境学部
教授。環境問題に関する講演、執筆、翻訳な
どの活動を通じて、行動の変容を促し、それ
を広げる仕組み作りを追求。主著に『私たち
にたいせつな生物多様性のはなし』(かんき
出版)、『「エコ」を超えてー幸せな未来のつ
くり方』(海象社)など。

Q. 地球温暖化は、むしろ地球や人間にとって有益である。

A. いいえ。温暖化は人間が原因であり、人間自身や地球環境に有害な影響を及ぼしていることが立証されつつあります。

Q. 石油が枯渇しても、シェールガスがあるから問題はない。

A. いいえ。いますぐにも、化石燃料に依存しない社会への移行が必要です。
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※偏差の基準＝縦軸は 1960-90 年平均を 0℃とする1880-2012年の間に0.85℃上昇

図１　上：世界の地上気温の経年変化（年平均）／ 下：1950 年から 2100 年までの気温変化（観測
と予測） ［ 出典：「IPCC 第 5 次評価報告書」2013 年 ］
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2081-2100年までに最大4.8℃上昇

■ 高位参照シナリオ：2100 年における温室効果ガス排出量の
 最大排出量に相当するシナリオ

■ 低位安定化シナリオ：将来の気温上昇を2℃ 以下に抑えると
 いう目標のもとに開発された排出量の量も低いシナリオ

サステナビリティから
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11　 　 n o . 2   w i n t e r  2 0 1 4　10



図2　世界の二酸化炭素排出量に占める主要国の排出割合と各国の 1 人あたりの排出量の比較（2011
年）［ 出典：EDMC ／エネルギー・経済統計要覧 2014 年版 ］

サステナビリティから
レジリエンスへ

技
術
に
焦
点
を
絞
っ
て
言
え
ば
、
日

本
に
は
優
れ
た
環
境
技
術
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
地
熱
発
電
用

の
タ
ー
ビ
ン
は
日
本
の
メ
ー
カ
ー
３
社
が

世
界
の
シ
ェ
ア
の
過
半
数
を
占
め
て
い
ま

す
。
し
か
し
そ
の
導
入
に
お
い
て
は
、
世

界
第
３
位
の
地
熱
資
源
を
有
し
て
い
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
地
熱
発
電
の
割
合
は
日
本

全
体
の
発
電
量
の
わ
ず
か
１
％
未
満
に
過

ぎ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の
傾
向
は
、
こ
の

数
年
間
で
さ
ら
に
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。
理
由
の
１
つ
は
、
東
日
本
大
震
災

を
受
け
て
「
何
よ
り
も
ま
ず
は
経
済
の
復

興
を
」
と
い
う
気
運
が
高
ま
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
実
際
に
、
温
暖
化
に
対
す
る
関

心
も
優
先
順
位
も
低
下
し
て
い
ま
す
。

　

環
境
政
策
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
は
次
の
国

際
競
争
力
の
源
泉
は
環
境
対
応
に
あ
る
と

い
う
戦
略
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
し
、
こ

の
数
年
間
で
ア
メ
リ
カ
に
加
え
て
中
国
も

取
り
組
み
を
加
速
さ
せ
て
い
ま
す
か
ら
、

も
は
や
日
本
だ
け
が
立
ち
後
れ
て
い
る
と

い
う
の
が
実
情
で
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
に
必
要
な
の
は
“
逆

転
の
発
想
”
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
高
齢
化

に
伴
う
人
口
減
少
を
い
ち
早
く
経
験
す
る

点
で
、
日
本
は
定
常
経
済
へ
の
移
行
に
最

も
有
利
な
国
の
１
つ
で
す
。“
賢
い
衰
退
”

を
意
味
す
る
「
ス
マ
ー
ト
デ
ィ
ク
ラ
イ
ン
」

（
p
．15
参
照
）
の
発
想
に
則
り
、
人
口
減
少
に

よ
る
社
会
崩
壊
を
回
避
し
な
が
ら
、
持
続

可
能
な
社
会
を
い
か
に
実
現
し
て
い
く
か
。

そ
れ
こ
そ
が
、
日
本
の
未
来
を
切
り
拓
く

ヒ
ン
ト
に
な
る
で
し
ょ
う
。

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
割
高
だ
と

い
う
理
由
で
、
化
石
燃
料
に
依
存

し
て
経
済
成
長
を
続
け
れ
ば
、
資
源
の
枯

渇
と
温
暖
化
は
回
避
で
き
ま
せ
ん
。
化
石

燃
料
が
枯
渇
す
る
前
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
へ
と
移
行
し
な
が
ら
、「
脱
成
長
」
を

遂
げ
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　

資
源
と
持
続
可
能
性
の
問
題
は
、
世
界

銀
行
の
元
チ
ー
フ
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
の
ハ
ー

マ
ン
・
デ
イ
リ
ー
が
提
示
し
た
3
つ
の
条

件
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
1
つ
目
は
「
持

続
可
能
な
資
源
を
取
り
出
す
と
き
は
、
資

源
が
再
生
す
る
速
度
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
」。
例
え
ば
、
魚
が
増
え
る
数
を
超
え

て
魚
を
獲
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
2
つ
目

は
「
再
生
不
可
能
な
資
源
を
取
り
出
す
と

き
は
、
再
生
可
能
な
資
源
で
代
用
さ
れ
て

い
く
速
度
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
」。
例
え

ば
、
石
油
で
得
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
を
進
め
る
こ
と
で
、

石
油
の
枯
渇
後
も
同
等
の
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
３

つ
目
は
「
汚
染
物
質
を
排
出
す
る
と
き
は
、

環
境
に
よ
っ
て
無
害
化
さ
れ
る
速
度
を
超

え
て
は
な
ら
な
い
」。
こ
の
３
条
件
が
ど
れ

も
満
た
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
た
と
え
い

ま
す
ぐ
に
Ｃ
Ｏ
２

の
排
出
を
ゼ
ロ
に
し
て

も
、
20
〜
30
年
先
ま
で
温
暖
化
は
続
い
て

い
く
で
し
ょ
う
。

　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
は
、
政

府
の
助
成
な
し
に
は
進
み
ま
せ
ん
。
ア
メ

リ
カ
の
例
に
倣
い
、
企
業
や
市
民
か
ら
の

働
き
か
け
で
国
の
姿
勢
を
変
え
て
い
く
意

志
が
、
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

Q. 日本の環境対策は、技術・政策ともに世界トップレベルである。

先
進
国
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量

削
減
を
求
め
る
べ
く
、
1
9
9
7

年
に
採
択
さ
れ
た
京
都
議
定
書
で
す
が
、

世
界
の
4
分
の
1
相
当
の
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
離
脱
は
、
世

界
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
温
暖
化
防
止
に
向
け

た
国
際
的
な
取
り
組
み
が
無
意
味
に
な
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
報
道
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ア
メ
リ
カ
産
業
界

の
動
向
が
、
こ
の
1
〜
2
年
で
大
き
く
変

化
し
て
き
て
い
ま
す
。
主
な
理
由
を
挙
げ

る
と
、
温
暖
化
を
認
め
る
か
ど
う
か
は
別

に
し
て
石
油
価
格
が
高
騰
し
、
省
エ
ネ
を

推
進
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
。
そ

し
て
、
2
0
1
2
年
の
ハ
リ
ケ
ー
ン
・
サ

ン
デ
ィ
に
よ
る
被
害
を
受
け
て
、
温
暖
化

の
影
響
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
。
そ

こ
で
動
き
始
め
た
の
が
、
環
境
技
術
に
次

の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
見
出
し
た
投
資

家
た
ち
で
す
。
そ
れ
が
企
業
に
波
及
し
、

環
境
対
策
の
遅
れ
が
資
金
調
達
や
ブ
ラ
ン

デ
ィ
ン
グ
に
と
っ
て
大
き
な
デ
メ
リ
ッ
ト

に
な
る
と
い
う
気
運
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

オ
バ
マ
大
統
領
や
環
境
保
護
庁
も
Ｃ
Ｏ
２
規

制
に
乗
り
出
す
中
、
大
手
を
含
む
企
業
グ

ル
ー
プ
が
さ
ら
な
る
規
制
強
化
を
要
求
す

る
な
ど
、
状
況
は
一
変
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
動
向
を
受
け
、「
ポ
ス
ト
京
都

議
定
書
」
と
呼
ば
れ
る
温
暖
化
対
策
の
新

た
な
枠
組
み
作
り
が
進
む
中
で
、
い
か
な

る
立
場
を
表
明
す
る
か
。
今
後
の
日
本
の

課
題
は
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

環
境
破
壊
の
最
大
の
原
因
は
、
世
界

全
体
が
地
球
の
許
容
量
を
超
え
て

成
長
し
続
け
て
い
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

先
進
国
が
中
国
や
発
展
途
上
国
を
名
指
し

で
非
難
す
る
の
は
、
以
下
の
２
つ
の
点
で

間
違
っ
て
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

１
つ
は
、
人
口
１
人
あ
た
り
の
温
室
効

果
ガ
ス
の
排
出
量
で
す
（
図
２
）。
途
上
国
の

伸
び
は
確
か
に
目
立
ち
ま
す
が
、
絶
対
数

で
言
え
ば
、
先
進
国
の
数
分
の
1
に
過
ぎ

ま
せ
ん
。
も
う
１
つ
は
、
中
国
の
Ｃ
Ｏ
２
排

出
量
が
世
界
ト
ッ
プ
に
な
っ
た
背
景
に
関

わ
る
問
題
で
す
。
先
進
国
は
、
自
分
た
ち

が
使
う
製
品
を
中
国
で
製
造
し
て
い
ま
す

が
、
Ｃ
Ｏ
２
は
排
出
源
の
所
在
地
で
カ
ウ
ン

ト
さ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
先
進
国
は

中
国
に
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
す
る
こ
と
で
、

自
ら
は
ク
リ
ー
ン
な
ふ
り
を
し
て
い
る
構

図
が
見
え
て
き
ま
す
。
企
業
の
場
合
は
自

社
以
外
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
な
ど
も
含

め
て
環
境
負
荷
が
評
価
さ
れ
ま
す
が
、
国

レ
ベ
ル
で
は
ま
だ
そ
の
仕
組
み
が
出
来
て

い
な
い
。
化
石
燃
料
を
は
じ
め
と
す
る
資

源
や
、
大
気
に
よ
る
Ｃ
Ｏ
２
の
吸
収
量
に
限

界
が
あ
る
以
上
、
先
進
国
が
自
ら
の
取
り

分
を
減
ら
す
こ
と
で
途
上
国
の
発
展
を
許

容
し
、
格
差
を
縮
め
て
い
く
「
コ
ン
バ
ー

ジ
ェ
ン
ス
」
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

そ
の
上
で
、
世
界
全
体
が
成
長
に
頼
ら

ず
安
定
し
続
け
る
「
定
常
経
済
」（
p
．15
参
照
）

へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
に
向
け
て
、
先

進
国
だ
け
で
な
く
中
国
が
果
た
す
役
割
に

も
、
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

A. いいえ。優れた技術を持ちながら、政策面では各国の後塵を拝している状態です。

Q. 中国など発展途上国の「成長」が、今後は最大の脅威である。

A. いいえ。むしろ先進国に「成長」からの脱却が問われています。

Q. アメリカが離脱したことで、「京都議定書」は無意味になった。

A. いいえ。アメリカ産業界の変化が「ポスト京都」の鍵を握っています。

Q. 再生可能エネルギーは割高で、日本では導入は難しい。

A. いいえ。再生不可能エネルギーに依存し続けること自体が不可能です。

26.9 %

中国 アメリカ インド ロシア 日本 ドイツ 韓国 アフリカ諸国

6.4 t／人

■ 排出の割合
■ 1人当たりの排出量

16.6 %
16.9 t／人

人類のエコロジカルフットプリント

5.7 % 5.3 %

3.7% 2.2% 1.8%
3.3%

1.5 t／人

11.7 t／人

9.2 t／人 8.7 t／人

11.6 t／人

1.0 t／人

1.6

1960

図3　地球の扶養力を1としたときの人類のエコロジカルフットプリント
（※地球の扶養力＝環境を損なうことなく受け入れることのできる人間の活動または汚
染物質の量のこと）［ 出典：Global Footprint Network ］

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2
0.0

1970 1980 1990 2000 2010

■地球の扶養力

■人類のエコロジカルフットプリント
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サステナビリティから
レジリエンスへ

Q. 企業や国が努力しても、サステナブルな社会の実現はもはや不可能だ。

A. いいえ。持続可能性に代わる新概念から、新たな可能性が見えてきます。

Q. 個人や家庭レベルの努力では、地球環境の改善には役立たない。

A. いいえ。いまからでも１人１人にできることが、たくさんあります。

日
本
で
行
わ
れ
た
あ
る
調
査
で
は
「
温

暖
化
の
影
響
を
受
け
る
対
象
は
誰

か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、「
自
分
」
と

答
え
た
人
が
多
か
っ
た
も
の
の
、「
何
ら
か

の
備
え
を
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
問
い

に
は
、
６
割
の
人
が
「
何
も
し
て
い
な
い
」

と
答
え
て
い
ま
す
。「
何
を
し
て
も
無
駄
だ
」

と
い
う
諦
め
以
前
に
、「
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
人
が
多
い
の
が

現
実
で
す
。

　

で
は
、
何
が
で
き
る
の
か
と
い
う
と
、

マ
イ
バ
ッ
グ
、
マ
イ
ボ
ト
ル
を
持
つ
、
省

エ
ネ
を
心
が
け
る
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト

す
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
有
効

な
の
が
、「
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
フ
ッ
ト
プ
リ
ン

ト
」（
p
．15
参
照
）
で
す
（
図
３
）。
こ
れ
は
そ

の
人
の
生
活
の
環
境
負
荷
を
、
必
要
な
資

源
や
廃
棄
物
の
浄
化
に
必
要
な
面
積
で
表

す
指
標
で
す
が
、
日
本
人
の
平
均
は
地
球

２
・
７
個
分
に
相
当
し
ま
す
。
こ
れ
を
１
個

分
に
ま
で
減
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

N
Ｐ
Ｏ
法
人
「
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
フ
ッ
ト

プ
リ
ン
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
」
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
ま
す
の

で
、
ま
ず
は
自
分
の
生
活
が
環
境
に
ど
れ

く
ら
い
の
負
荷
を
与
え
て
い
る
か
を
知
る

と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
行
政
や
経
済
レ
ベ
ル
の
対

応
な
く
し
て
環
境
問
題
は
解
決
し
ま
せ
ん
。

で
も
、
政
策
や
製
品
を
見
極
め
、
よ
り
よ

い
も
の
を
選
ぶ
の
は
私
た
ち
自
身
で
す
。

「
個
人
の
行
動
や
意
志
が
世
の
中
と
つ
な

が
っ
て
い
る
」
と
考
え
る
こ
と
が
、
国
を

動
か
す
最
大
の
原
動
力
に
な
る
の
で
す
。

温
暖
化
の
影
響
が
避
け
難
い
以
上
、

「
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
」
と
い
う
概
念
の

有
効
性
を
疑
う
見
解
が
あ
る
の
は
事
実
で

す
。
資
源
枯
渇
や
災
害
の
拡
大
は
受
け
容

れ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
の
上
で
“
立

ち
直
る
力
”
を
備
え
て
い
こ
う
と
い
う
新

し
い
考
え
方
が
、
欧
米
を
中
心
に
広
ま
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」

（
p
．15
参
照
）
の
発
想
で
す
。
様
々
な
訳
語
が

あ
り
ま
す
が
、「
し
な
や
か
な
強
靱
さ
」
と

表
現
す
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
特

徴
は
、
次
の
３
要
素
で
表
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
が
緊
急
事
態
に

陥
っ
た
り
、
大
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
り
し

て
も
、
残
り
の
地
域
で
食
糧
や
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
自
律
的
に
供
給
で
き
る
よ
う
な
多
様
性
。

そ
し
て
、
柔
軟
な
対
応
力
を
生
み
出
す
緊

密
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
。
さ
ら
に
、
問
題

の
あ
る
シ
ス
テ
ム
か
ら
自
ら
を
切
り
離
せ

る
モ
ジ
ュ
ー
ル
性
で
す
。

　

ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
は
、
世
界
の

１
０
０
都
市
を
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
シ
テ
ィ
に

す
る
計
画
を
発
表
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の

中
に
日
本
の
都
市
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
日
本
に
は
こ
れ
か
ら
の
脱
成
長

時
代
の
指
標
に
な
り
う
る
知
恵
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
数
百
年
間
続
く

老
舗
企
業
の
存
在
。
家
業
の
継
続
を
重
視

し
、
規
模
を
拡
大
せ
ず
に
地
域
と
共
生
す

る
姿
勢
は
、
世
界
的
に
見
て
も
特
筆
す
べ

き
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
日
本
に
は
日
本

独
自
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
社
会
の
あ
り
方

が
あ
る
。
そ
の
希
望
を
胸
に
、
と
も
に
新

た
な
社
会
を
築
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

エコロジカルフットプリント　[p.13, 14 ]

地球の環境容量を表す指標。人間の活動が環境に与える負荷を「生態系を

踏みつけた足跡」にたとえ、CO2 排出の吸収に必要な森林や、食糧生産に

要する土地など、人間 1 人が持続可能な生活を送るのに必要な陸地と水域

の面積を算出。「世界中の人々が日本人と同水準の生活を営むには、地球

が 2.7 個必要」のように明快な表現で、国連や各国機関で活用が進む。

スマートディクライン（賢い衰退）　[p.13 ]

「より大きく、より多く」を目指す経済成長が前提の価値観から脱却し、

経済や活動の規模を「より小さく、より少なく」縮小しながらも、新たな

豊かさを確立しようとする考え方。人口減少や市街地の空洞化、産業の衰

退といった社会問題を都市のコンパクト化の契機と捉え、ポジティブに転

換するなど、日本の地方再生を考える視点からも注目を集めている。

定常経済　[p.12]

定常型経済、ゼロ成長経済とも言われる。「定常」とは、動的な現象を決

定する諸量が時間的に不変な状態を指す言葉。成長を目標としない、即ち

規模を拡大せず地球の扶養力の範囲内で活動を維持する経済モデルとし

て、地球環境と人間社会の豊かさとの共存を目指す。日本においては、成

長戦略に代わる人口減少時代の社会的ビジョンとしても有効視される。

ネガワット　

エネルギーの効率化によって余った電力を「発電」とみなして売買し、節

電の目的を環境保護だけではなくビジネスと捉える考え方。ロッキーマウ

ンテン研究所のエイモリー・B・ロビンス氏が 1990 年の論文で提唱し、

大きな話題を集めた。日本では東日本大震災後の電力不足を回避するため、

2012 年から関西電力がネガワット取引を導入した。

バイオミミクリー　

生命が 38 億年にわたる進化の過程で形成していった形と構造を模倣し、

設計デザインに取り込むアイデア。木の葉のような、色やパターンのマッ

チングを気にせず重ねられる太陽電池セルや、クモが作り出す絹のような

強度のある繊維、バクテリアの酵素を使ったセルロース繊維などが考えら

れる。既にいくつかの米国企業が生物学者をデザインチームに迎えており、

人工物と自然環境の調和も可能にする新たな工業革命が期待されている。

「持続へ！」10 のキーワード

パッシブハウス

これまでの暖冷房設備に頼らずに、高性能の熱交換による空調設備、断熱材

や換気装置の工夫、気密性の高い施工など、世界トップレベルの技術によっ

て消費エネルギーを大幅に削減する住宅基準。1991 年にドイツのパッシブ

ハウス研究所が確立した後にヨーロッパで急速に拡大。現在では北米を中

心に普及し始め、2009 年から日本でも導入がスタートした。超高性能の

建物設計でありながら、これまでと同程度の建設コストで済むのが特徴。

マイクログリッド　

通常時は大きな発電所からの電力系統と接続しながら、故障の際には独立

して稼働できる発電・蓄電設備を備えた小型の電力系統。住宅やオフィス

など個別のエネルギー需要特性と適合させる情報通信機能を兼ね備えるの

が特徴だ。太陽光や風力発電、小水力発電、バイオガスなど変動の振れ幅

が大きい再生可能エネルギーを主な供給源とする「分散型発電」の普及に

おいて、信頼性の高い運用を可能とする重要な要素となりうる。

レジリエンス　[p.8, 14]

環境の変化に対する復元力や、生き延びるための適応能力を表す概念。「し

なやかな強靱さ」をはじめ、様々な訳語で表される。「ストレス」同様に

物理学から派生した心理学用語であり、生態学や土木工学、人材ビジネス

などの分野でも使われるようになった。現在、環境分野でサステナビリティ

（持続可能性）に代わる概念として、急速に注目を集めつつある。なお、

環境分野におけるレジリエンスの構成要素については p.14 を参照。

EROI（エネルギー投資効率）　[p.11]

産出されたエネルギーを、そのエネルギーを得るために使ったエネルギー

で割った値。エネルギー収支比、エネルギー産出・投入比率とも呼ばれる。

電力などの生産には、資源の調達、設備の建設・維持・解体にもエネルギー

投入が必要だが、化石燃料に依存する以上、EROI の低下は免れ得ない。

例えば、海底下のメタンハイドレート（メタンを主成分とする化石燃料）は、

陸上油田よりも多くのエネルギーを投入しないと採取できないからだ。

ITS（インテリジェントな交通システム）　

刻々と変わる道路状況などの情報を様々な方法でユーザーに伝え、移動の

効率を上げる運輸システム。GPS を利用してバスの正確な発着情報やリ

アルタイムの位置情報をインターネット上に公開するほか、交通信号を制

御したり、ドライバーに渋滞や交通障害の情報を送るなどして、道路間の

流れを調整。渋滞による遅れで 1 人当たり年間 62 時間が失われている米

国では、渋滞が大幅に減り、エネルギー消費を5％削減できると予測される。

文／塚田有那、深沢慶太

［※50音＋アルファベット順］
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