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3つのメッセージ

1. 低炭素社会実現のためには、衡平な排出削
減量の実現が最重要。一人当たり排出量均
等化は有力な基準となる。

2. 低炭素国際制度構築には、多様な行為主体
の適切な配置が鍵。

3. 分散的制度が分裂的とならずに低炭素社会
構築に収斂するためには、環境とエネルギー
政策を融合し、低炭素政策をメインストリーミ
ングするための制度的工夫が必要。
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多様な「衡平性」指標と目標年の扱いの違いによる
排出量変化

 責任（温暖化寄与度，大気への権利）

 気温上昇への歴史的貢献

 一人当たり排出量

 国の絶対排出量，等

(注) 人間開発指標： 人々の生活の質や発展の度合いを示す指標。

【参考】ECコミュニケーション
(2009.1.28)の4指標

①一人当たりGDP（能力）

②原単位排出量（実効性）

③温室効果ガス排出傾向（1990～
2005）（責任）

④人口動向（1990～2005）（責任，
実効性）

 実効性（削減ポテンシャル）

 生産原単位当たり排出量

 ＧＤＰ当たり排出量

 限界削減費用一定，等

 能力（支払能力）

 GDP、あるいは一人当たりGDP

 人間開発指標（HDI）（注）と一人当たり

GDPの組合せ，等

 多様な複合指標
 トリプティ—ク

 マルチステージアプローチ

 多部門収斂
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短・中期的国際合意形成
の如何にかかわらず、低
炭素社会を実現には、低
炭素技術の国際的移転
や、低炭素製品の普及が
不可欠

技術を実際に持つのは
企業（非国家）

国際交渉は

「国家」間の
交渉

企業やセクターが国家と連携し、パートナーシップを組みながら、ネット
ワークを活用する形で公共的使命を果たすガバナンスの形態が増大 4

GAP



技術移転のマルチ・アクターな性格
パートナーシップの重要性

技術移転の経路 政府 民間部門 コミュニティ

ヒトの国境を越える動き － ＋＋＋ －

海外直接投資 ＋ ＋＋＋ －

海外からの株式投資 ＋ ＋＋ ＋

政府支援プログラム ＋＋＋ － ＋＋

ジョイント・ベンチャー ＋ ＋＋＋ －

ライセンス ＋＋ ＋＋＋ －

ローン ＋＋ ＋＋＋ －

会合・ワークショップ・会議・そ
の他の形態

＋ － ＋＋＋

NGOs ＋ － ＋＋＋

論文など(ジャーナル、雑誌、
書籍、論文)

＋ ＋ ＋＋＋

モノやサービスの取引（輸出
入を含む）

＋ ＋＋＋ －

出典：Karakosta, Charikleia, Haris Doukas and John Psarras(2010), p.15485



技術を巡る多様な国際イニシャティブ（既存のもの）
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低炭素技術ガバナンスモデル

自動車

電力

鉄鋼

セメント

燃料電池

太陽電池

バイオマ
ス

バイオガ
ス

風力発電

セクター及び
国別に

特化しつつ
公共性を担保
する技術制度

の探求

セクター別に異なる国際制度
の役割【化石燃料補助金の除去（削

減）、FIT導入へ向けたサポート、再
生可能エネルギー導入数値目標導入補

助】 7

セクター別分科会と多様な行為主体の参加
（産業界、NGO、国際機関他）
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《Chair》
〈Co-Chair〉

Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate
Ministerial Meeting （Co-Chair: US + Host Country)

Policy Implementation Committee （Chair: US）

Secretariat : US Department of States

Secretariat: IPEEC
Secretariat , (Paris)

International Partnership for
Energy Efficiency Cooperation(IPEEC）

Policy Committee （Chair: US）
Executive Committee (Chair: Japan)

Iron/Steel
《Japan》
〈India〉

Cleaner 
Fossil Energy
《Australia》
<China>

Aluminum
《Australia》

<US>

Renewable 
Energy

《Canada》
<Australia>

Coal Mining
《US》

<India>

Building and 
Electric Appliances

《Korea》
<US>

Cement
《Japan》

〈Canada〉

Power
《US》

〈China〉

Global Superior Energy Performance Partnership（GSEP）

- Work Shop: September 12, 13, 2011 at Washington DC
Sectoral: Steel WG,  Power WG , Cement WG <Japan>

Certification WG <US>, CHP <Finland>, Cool Roof <US>

<Lead Country>

Other 
Multilateral 
Schemes
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Clean Energy 
Ministerial Meeting

1st Meeting : July, 2010@Washington DC
2nd Meeting: April, 2011@Abu Dhabi
3rd Meeting :April(P), 2012@London

Other 
Initiatives

Yoshito Izumi (Nov 2011)

国際的な動向の例：ポストAPPの動向



適応・緩和に関する資金源（現況）

Institution Name of Fund Amount 
(USD) Institution Name of Fund Amount 

(USD)

Australia Adaptation to Climate 
Change Initiative 150,000,000 World Bank Forest Investment 

Program 300,000,000 

ADB Asia Pacific Carbon Fund 152,000,000 ADB Future Carbon Fund 100,000,000 

World Bank Carbon Fund for Europe 68,120,000 
The European 

Commission's Co-
operation Office

Global Climate Change 
Alliance 81,000,000 

World Bank BioCarbon Fund 91,900,000 European 
Commission

Global Energy 
Efficiency and 

Renewable Energy 
Fund

146,000,000 

ADB Clean Energy Financing 
Partnership Facility 250,000,000 Australia Global Initiative on 

Forests and Climate 200,000,000 

ADB Climate Change Fund 40,000,000 Germany International Climate 
Initiative 324,500,000 

World Bank Climate Investment Fund 6,300,000,000 Australia International Forest 
Carbon Initiative 200,000,000 

World Bank Carbon Partnership 
Facility 500,000,000 Spain, UNDP, 

UNICEF, FAO
MDG Achievement 

Fund 710,000,000 

World Bank Community Development 
Carbon Fund 128,600,000 ADB Poverty and 

Environment Fund 3,600,000 

African 
Development Bank Congo Basin Forest Fund 160,000,000 World Bank Prototype Carbon Fund 219,800,000 

Japan Cool Earth Partnership 10,000,000,000 ADB Water Financing 
Partnership Facility 26,000,000 

United Kingdom
Environmental 

Transformation Fund –
International window 

1,219,000,000 World Bank Umbrella Carbon 
Facility

1,088,300,00
0 

World Bank Forest Carbon 
Partnership Facility 155,000,000 UNDP UN-REDD Programme 

Fund 54,100,000 

Australia
2%

Canada
2%

Denmark
0%

France
5%

Germany
13%

Japan
19%

Netherlands
1%Norway

3%
Spain

2%
Sweden

1%
Switzerland

0%

United 
Kingdom

20%

United 
States
32%

Climate Investment Funds (World Bank) 
Contributions, as of Sep. 30, 2009

name Amount (USD)

GEF 2,700,000,000 1991-2009
LDCF 180,800,000 as of Sep. 30, 2009
SCCF 123,000,000 as of Sep. 30, 2009

Adaptation Fund 23,530,000 as of Nov. 30, 2009

Source: GEF, Focal Area: Climate Change (GEF Fact Sheet) 
(Washington D.C.: GEF, 2009); GEF, “Status Report on the 
Special Climate Change Fund and the Least Developed Countries 
Fund,” GEF/LDCF.SCCF.7./Inf.2, Oct. 14, 2009; World Bank, 
“Financial Status of the Adaptation Fund Trust Fund (As at 30 
November 2009,” 2009.

Financial Mechanisms under the UNFCCC / KP

Source: Climate Investment Funds Administrative Unit, Building 
Partnerships for Climate Action (CIF Annual Report 2009)
(Washington D.C.: The World Bank, 2009).  

Other Financial Sources

Main Sources: African Development Bank, Congo Basin Forest Fund (Tunis-Belvedère: African 
Development Bank, 2009); German Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation, and 
Nuclear Safety, “The International Climate Initiative - Review of 2008 and 2009”; World Bank, Carbon 
Finance for Sustainable Development 2008 (Washington D.C.: The World Bank, 2008); Asian 
Development Bank The Economics of Climate Change in Southeast Asia: A Regional Review (Manila:

・ 種々の資金源が分散
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試算額（米ドル） 基準年 対象

UNFCCC (2007) 200,000,000,000～210,000,000,000 2030年 全体

EU (2009) 128,000,000,000 2020年 途上国

世界銀行(2009) 400,000,000,000 2030年 途上国

試算額（米ドル） 基準年 対象

世界銀行(2006) 9,000,000,000～41,000,000,000 現在 途上国

スターン報告(2006) 4,000,000,000～37,000,000,000 現在 途上国

Oxfam (2007) 50,000,000,000 現在 途上国

UNDP (2007) 86,000,000,000 2015年 途上国

UNFCCC (2007) 28,000,000,000～67,000,000,000 2030年
UNFCCC

非付属書Ⅰ国

世界銀行(2009) 75,000,000,000 2030年 途上国

EU (2009) 13,600,000,000～32,645,000,000 2020年 途上国

表１：緩和に関する試算（年額）

表２：適応に関する試算（年額）

資金名 額（米ドル） 期間

GEF 2,700,000,000 1991-2009

LDCF 180,800,000 設立～2009年9月末

SCCF 123,000,000 設立～2009年9月末

CDM 8,400,000,000 2,007 

適応基金 62,740,000 設立～2010年3月

表３：京都議定書及びUNFCCC締約国会議の指導の下に機能している資金メカニズムと累計額
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機関・国 基金名 額（米ドル） 機関・国 基金名 額（米ドル）

アフリカ開発銀
行

コンゴ盆地森林基金 160,000,000 日本
クールアース・パートナー

シップ
10,000,000,000 

アジア開発銀行 アジア太平洋炭素基金 152,000,000 
スペイン, 
UNDP, 

UNICEF, FAO
ミレニアム開発目標達成基

金
710,000,000 

アジア開発銀行
クリーンエネルギー融資

パートナーシップ・ファシリ
ティ

250,000,000 UNDP UN-REDDプログラム基金 54,100,000 

アジア開発銀行 気候変動基金 40,000,000 英国
環境変動基金・国際ウィンド

ウ
1,219,000,000 

アジア開発銀行 未来炭素基金 100,000,000 世界銀行 バイオ炭素基金 91,900,000 

アジア開発銀行 貧困及び環境ファンド 3,600,000 世界銀行
炭素パートナーシップ・ファシ

リティ
500,000,000 

アジア開発銀行
水融資パートナーシップ・

ファシリティ
26,000,000 世界銀行 気候投資基金 6,300,000,000 

オーストラリア 気候変動適応イニシアティブ 150,000,000 世界銀行 コミュニティ開発炭素基金 128,600,000 

オーストラリア 森林気候世界イニシアティブ 200,000,000 世界銀行 欧州炭素基金 68,120,000 

オーストラリア 国際森林炭素イニシアティブ 200,000,000 世界銀行
森林炭素パートナーシップ・

ファシリティ
155,000,000 

欧州委員会 世界気候変動連合 81,000,000 世界銀行 森林投資プログラム 300,000,000 

欧州委員会
世界エネルギー効率・再生

可能エネルギー基金
146,000,000 世界銀行 プロトタイプ炭素基金 219,800,000 

ドイツ 国際気候イニシアティブ 324,500,000 世界銀行 アンブレラ炭素ファシリティ 1,088,300,000 

表４：気候変動分野における２国間・多国間の資金メカニズムと累計額

11



低炭素社会構築のための資金メカニズム
• 資金の特質に応じた多層的資金ガバナンス案

例 長所 短所

多国間（国連気候変動
枠組条約の下）

LDCF, SCCF, AF, Green 
Climate Fund

気候変動枠組条約で公に
認められた制度

意思決定に時間がかかる。
必ずしもアジアに資金が
来るとは限らない

多国間（国連気候変動
枠組条約の枠外）

World Bank, GEF, UNDP, 
UNEP

多国間で公に認められた
制度

意思決定に時間がかかる。
必ずしもアジアに資金が
来るとは限らない

地域内 ADB, APEC,ASEAN+3 アジア地域内で資金を独
占できる、域内の他アジェ
ンダと組み合わせられる

資金供給国が少ない

二国間（バイラテラル） 多様な二国間協力 二国間の他のアジェンダと
組み合わせて議論できる

資金供給国が少ない

一国内（ユニラテラル） 各国政府による自助努
力

各国政府が自分の財政で
好きにお金を使える

低開発国では資金がない。

民間 直接投資、CDMのような

クレジットメカニズム（現
在では存在しない）

政府の財政が厳しい中、
民間資金を動員できる。
費用効率的に実施される

経済的にペイするところに
しか資金がいかない
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