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一般書＆児童書
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動画サイト 
「1分でわかる再エネ」
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2024年は
過去最高
の暑い夏
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(source) Copernicus Service: June 2024 
marks 12th month of global 
temperature reaching 1.5°C above pre-
industrial, 4th July 2024 
https://climate.copernicus.eu/
copernicus-june-2024-marks-12th-
month-global-temperature-
reaching-15degc-above-pre-industrial

ちなみに、 
2023年も 
過去最高の 
暑い夏だった 
(のに、翌年 
早速記録更新)
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日本は世界一の気候変動被害国
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Global Climate Risk Index 2020  GERMANWATCH 
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Countries Most Affected in 2018 

Japan, the Philippines and Germany were the most affected countries in 2018 followed by Mada-
gascar, India and Sri Lanka. Table 1 shows the ten most affected countries (Bottom 10) in 2018, 
with their average weighted ranking (CRI score) and the specific results relating to the four indicators 
analysed.  

Table 1: The 10 most affected countries in 2018 

Ranking 
2018 
(2017) 

Country CRI 
score 

Death 
toll 

Deaths per 
100 000  
inhabitants 

Absolute losses 
(in million  
US$ PPP) 

Losses 
per unit 
GDP in % 

Human 
Development  
Index 2018 
Ranking12 

1 (36) Japan 5.50 1 282 1.01 35 839.34 0.64 19 

2 (20) Philippines 11.17 455 0.43 4 547.27 0.48 113 

3 (40) Germany 13.83 1 246 1.50 5 038.62 0.12 5 

4 (7) Madagascar 15.83 72 0.27 568.10 1.32 161 

5 (14) India 18.17 2 081 0.16 37 807.82 0.36 130 

6 (2) Sri Lanka 19.00 38 0.18 3 626.72 1.24 76 

7 (45) Kenya 19.67 113 0.24 708.39 0.40 142 

8 (87) Rwanda 21.17 88 0.73 93.21 0.34 158 

9 (42) Canada 21.83 103 0.28 2 282.17 0.12 12 

10 (96) Fiji 22.50 8 0.90 118.61 1.14 92 

PPP = Purchasing Power Parities. GDP = Gross Domestic Product. 

 
Japan (1) was hit by three exceptionally strong extreme weather events in 2018. From 6th to 8th of 
July, heavy rainfalls with more than 200 mm/day were measured, which is about twice as much 
rainfall as is usually experienced on the wettest day in Japan. The torrential rainfalls resulted in flash 
floods and mudslides, killing more than 200 people and leading to over 5 000 houses being dam-
aged and the evacuation of 2.3 million people.13 Overall, the rainfalls caused damage of over 
US$ 7 billion. From mid-July to the end of August 2018, two-tiered high-pressure systems caused a 
severe heatwave that led to 138 fatalities and more than 70 000 people requiring hospitalization due 
to heat strokes and heat exhaustion.14 In the city of Kumagaya, temperatures of 41.1°C were reported 
– a national heat record in Japan.15 In September 2018, Typhoon Jebi made landfall on Japan, be-
coming the most intense tropical cyclone in the country for over 25 years.16 Jebi broke several his-
torical records for sustained winds in Japan, causing economic damage of over US$ 12 billion.17 

Typhoon Mangkhut ploughed through the northern part of the Philippines (2) in September 2018 
as a category 5 typhoon – the most powerful typhoon recorded worldwide in 201818. It reached top 

                                                                          

12 UNEP 2018 
13 World Weather Attribution 2018  
14 The Japan Times 2018 
15 The Strait Times 2018 
16 The Guardian 2018d  
17 The New York Times 2019b 
18 CNN 2018a 

気候変動による 
死者数: 1,282人

気候変動による 
被害額: 約5兆円

(source) Germanwatch: GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2020 (2020) 
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COP28 (国連気候変動枠組条約 
第28回締約国会議)  

2023年11月30日～12月13日
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全参加国合意「2030年までに再生可能 
エネルギーの設備容量を３倍に」

(写真出典) https://www.cop28.com



+国際エネルギー機関(IEA) 
による電源構成の推移見通し
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（データソース）IEA: Net Zero  by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector (2021), p.198. Table A.3

2020年 
26,778 TWh

2030年 
37,316 TWh

2040年 
56,553 TWh

2050年 
71,164 TWh
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Net Zero 
by 2050 
A Roadmap for the 
Global Energy
Sector
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電源構成に占める 
再エネ比率長期見通し
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（データソース）IEA: Net Zero Roadmap – A Global Pathway to keep the 1.5ºC Goal in Reach (2023) 
経済産業省: 第6次エネルギー基本計画 (2021.10)
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電源構成に占める 
再エネ比率長期見通し
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（データソース）IEA: Net Zero Roadmap – A Global Pathway to keep the 1.5ºC Goal in Reach (2023)  
経済産業省: 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 (2020.12.25) 

経済産業省: 第6次エネルギー基本計画 (2021.10)



+
バックキャスティングの発想

■ イノベーションは「技術革新」だけではない。 
■ 「ものづくり」だけでなく「しくみづくり」を。
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時間

技術

現在の技術

将来の 
あるべき姿

現在の 
延長線上

バッ
クキ
ャス
ティ
ング

フォワードキャスティ
ング

(出典) 安田陽: 世界の再生可能エネルギーと電力システム ～経済・政策編, インプレスR&D (2019)



+IEA再エネ導入率見通しの推移

（データソース）IEA: Net Zero by 2050 (2021), IEA: World Energy Outlook 2020 (2020),  
World Energy Outlook 2018 (2018), World Energy Outlook 2016 (2016),  
World Energy Outlook 2014 (2014), World Energy Outlook 2012 (2012), 
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+欧米中再エネ導入率推移および 
将来見通し比較

(data source) IEA, Energy Statistics Data Browser   
IEA: Net Zero Roadmap – A Global Pathway to keep the 1.5ºC Goal in Reach (2023)  

NREL: 2012 Standard Scenarios Report: A U.S. Electricity Sector Outlook (2021) 
ETIPWind, Getting fit for 55 and set for 2050 – Electrifying Europe with wind energy (2023) 

China Energy Research Institute: China Renewable Energy Outlook 2020, Executive Summary (2020)
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CO2削減の貢献度

 

Chapter 2 | A global pathway to net-zero CO₂ emissions in 2050 97
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� CCUS. Around 55% of the cumulative emissions reductions that come from CCUS in 
the NZE are  from  technologies  that  are  at  the demonstration or prototype  stage 
today. While CO2 capture has been in use for decades in certain industrial and fuel 
transformation processes, such as ammonia production and natural gas processing, 
it  is  still  being  demonstrated  at  a  large  scale  in  many  of  the  other  possible 
applications.  

� Bioenergy. Around 45% of the cumulative emissions reductions in the NZE related 
to sustainable bioenergy come from technologies that are at the demonstration or 
prototype stage today, mainly for the production of biofuels.  

Figure 2.32 ⊳ Cumulative CO2 emissions reductions for selected 
technologies by maturity category in the NZE 

 
IEA. All rights reserved. 

CCUS, hydrogen and bioenergy technologies are less mature than electrification.  
Most technologies for heavy industry and trucks are at early stages of development. 

Notes: Bio‐FT = Biomass gasification with Fischer‐Tropsch synthesis. Maturity levels are the technology 
design at the most advanced stage.  
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（参考）IEA: Net Zero  by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector (2021) 掲載図を元に筆者翻訳

電力 
太陽光 
風力 

電気自動車 
電気トラック 
ヒートポンプ 
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再エネ＋EVは 
既に商用ベースかつ
貢献度が高い

CCUSや水素は 
実証/試験段階かつ
貢献度が低い

どちらを強化
すべきか合理
的に考えれば
自明だが…。

Net Zero 
by 2050 
A Roadmap for the 
Global Energy
Sector
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脱炭素 
技術の 
コスト

15

(出典) IRENA (International 
Renewable Energy Agency): 
Global Renewables Outlook, 
Edition 2020 (2020) 
【日本語訳】安田陽訳: 再生可能
エネルギー世界展望, 環境省 
(2021) 
https://www.env.go.jp/
earth/report/
R2_Reference_5.pdf

再生可能エネルギー世界展望  
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図 5.6 低廉な CO2排出緩和策： 効率化、再生可能エネルギー、構造改革 
2050年における各有望技術の緩和コストと内訳 
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2050年までのエネルギー関連 
投資予測
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Chapter 4 | Wider implications of achieving net-zero emissions 155

 

4 

Figure 4.2 ⊳ Global average annual energy investment needs by sector and 
technology in the NZE 

IEA. All rights reserved.

Investment increases rapidly in electricity generation, infrastructure and end-use sectors. 
Fossil fuel investment drops sharply, partly offset by a rise in low-emissions fuels. 

Notes: CCUS = carbon capture, utilisation and storage; EV = electric vehicle.  Infrastructure includes electricity 
networks,  public  EV  charging,  CO2  pipelines  and  storage  facilities,  direct  air  capture  and  storage  facilities, 
hydrogen refuelling stations, and import and export terminals for hydrogen. 

4.2.2 Economic activity 

The  energy  transition  required  for  net‐zero  emissions  by  2050  will  affect  all  economic 
activities directly or  indirectly.  In co‐ordination with the  International Monetary Fund, we 
have modelled the medium‐term global macroeconomic impact of the changes in the energy 
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（出典）IEA: Net Zero  by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector (2021)

再エネへの投資
がダントツ

2030年までは
水素・CCUSへ
の投資はわずか

送電網への投資
も多い

Net Zero 
by 2050 
A Roadmap for the 
Global Energy
Sector
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日本の再エネのポテンシャルと 
導入可能量 (2020年版)

■ 導入ポテンシャル：種々の制約要因による設置の可否
を考慮したエネルギー資源量 

■ 導入可能量：事業収支に関する仮定条件を設定 
した場合に具現化が期待されるエネルギー資源量

（データソース）環境省: 令和元年度再生可能エネルギーに関するゾーニング 
基礎情報等の整備・公開に関する委託業務報告書 (2020) 

および 資源エネルギー庁: 電力調査統計表 過去のデータ 2019年度(令和元年度) 結果概要 (2020) 

(2019年度)
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ウクライナ危機以降の国際議論

■国連・グテーレス事務総長 
■ エネルギーについては、各国政府に対し、 
戦略的備蓄、追加備蓄を使用して、この 
エネルギー危機の短期的な緩和に役立て 
ることを呼びかけています。さらに重要 
なこととして、市場変動に影響されない再生可能エネル
ギーの導入を世界中で加速させ、石炭やその他すべての 
化石燃料を段階的に廃止する必要があります。 

■ 「今こそ、この危機を機会に変える時でもあります。私
たちは、石炭やその他すべての化石燃料の積極的な段階
的廃止と、 再生可能エネルギーの導入と、公正な移行の
加速化に向けて協力しなければなりません」と事務総長
は述べました。

18

(出典) 国際連合広報センター: プレスリリース, 2022年4月22日 
https://www.unic.or.jp/news_press/info/43848/
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ウクライナ危機以降の国際議論

■欧州連合(EU)・ 
フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長 
■ 我々がすべきことは、ロシアからの化石燃料 
依存からの脱却です。これは我々にとって 
とても重要です。それゆえ、我々は石炭から 
手を引きました。石油にも目を向けています。 
そして、我々がなさなければならないのは、 
ロシアの化石燃料からの脱却だけでなく、 
再生可能エネルギーへの大規模な投資も必要です。これは 
自立のための戦略的投資というだけでなく、我々の気候や
地球にとっても良いことなのです。(安田仮訳)

19

(source) EU: Opening, interventions and closing remarks by President von der Leyen at the 
global pledging event ‘Stand Up For Ukraine’, 9 April 2022.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_2375

ec.europa.eu



+
ここまでまとめ

■気候変動(地球温暖化)は遠い未来の危機では 
なく、既に現世代に大きな影響を及ぼしている。 

■気候変動の原因やその対策は、コンピューター 
シミュレーションなど科学的方法に基づいて 
国際的に合意されている。 

■気候変動対策には、再生可能エネルギー 
(特に風力と太陽光)が最も有力な手段。 

■ウクライナ危機やエネルギー価格高騰でも 
その流れは後退しない。むしろ加速。 
(科学に基づく国際合意だから。)

20

日本では 
ほとんど 
報道 

されない
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日本で再エネがなかなか進まない 
８つの理由 (安田仮説)
■ 1. 重要な情報の欠落 

■ 多くの国民が脱炭素・再エネを議論する上で重要な情報を 
知らされていない。 

■ 例：便益、外部不経済(隠れたコスト)、決定的な10年、柔軟性 

■ 2. 不適切な用語選択、恣意的な誤訳 
■ 専門用語と異なるなんちゃって用語が蔓延。 
国際議論・学術的理論と大きく乖離。 

■ 例：「安定電源」「慣性力」「出力制御」「技術革新」 

■ 3. 統計データの無視・軽視 
■ 数字で議論しない。チェリーピッキング。不安商法。 
■ 例：「再エネが増えたら停電になる」 
　　「独の再エネ導入は仏原発のおかげ」
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日本で再エネがなかなか進まない 
８つの理由 (安田仮説)
■ ４. 古い知識  

■ 10～20年前の古い知識に立脚。情報がアップデートされていない。 
■ 例：「再エネは電力システムに２～３割までしか入らない 」 
　　「再エネにはバックアップ電源が必要」 

■ ５. 特称命題と全称命題の混同  
■ 特定設備のトラブルを連想ゲームで全体に拡大解釈し、 
その技術全体を否定する。 
■ 例：「再エネは環境破壊！」 「太陽光は景観阻害」 

■ ６. ０か１の極端な二元論  
■ 科学に内在する不確実性の存在を考慮しない。 
科学の万能視・絶対視、その反動で科学不信。 
■ 例：「停電は絶対に起こしてはいけない！」 
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日本で再エネがなかなか進まない 
８つの理由 (安田仮説)

■ ７. 理想やあるべき姿に対する嘲笑・冷笑・揶揄  
■ 科学的方法論による結論や国際合意事項を軽視・否定。 
バックキャスティングの考え方を否定。 
■ 例：「再エネ100%は荒唐無稽」 
　　「現実的には……」「～が現実的だ」   

■ ８. 日本特殊論  
■ 国際共通認識に対して、科学的な根拠なく、 
日本は特殊だから日本には当てはまらないと断じる。 
■ 例：「日本は狭い島国で…」 
　　「日本は隣国と連系線がなく…」 
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ご清聴有り難うございました。 

yasuda_yoh@isep.or.jp

海外から見た 
日本の自然エネルギー　 

～我々は世界の動向を知らされていない 

自然エネルギー 
100% 

プラットフォーム 
ウェビナー 


