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パリ協定の実施に必要な３つの手段
Means of Implementation (MOI)

資金 技術 能力開発

パリ協定は、これらの手段を途上国に支援することを規定している

9条 10条 11条

2025年の国別貢献目標（NDC）の引き上げにも影響を与えるとされている
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パリ協定 ９条（資金の提供・動員）
9条1項（資金を供与する義務）

Developed country Parties shall provide financial resources to assist developing countries Parties with respect 
to both mitigation and adaptation in continuation of their existing obligations under the Convention.

先進締約国は、条約に基づく既存の義務を継続するものとして、緩和及び適応に関し、開発途上締約国を支援
するため、資金を供与する。

9条3項（多様な資金源を動員する努力）
As part of a global effort, developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing climate 
finance from a wide variety of sources, instruments and channels, noting the significant role of public funds, 
though a variety of actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account the needs 
and priorities of developing country Parties. 

先進締約国は、世界全体の努力の一環として、開発途上締約国のニーズ及び優先事項を考慮しつつ、種々の行
動を通じ、公的資金の重要な役割に留意して、多様な資金源及び経路、手段により気候に関する資金を動員す
ることに引き続き率先して取り組むべきである。
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パリ協定 ９条（資金の報告）
9条5項（資金の予見）

Developed country Parties shall biennially communicate indicative quantitative and qualitative information related to paragraphs 1 and 3 of 
this Article, as applicable, including, as available, projected levels of public financial resources to be provided to developing country Parties. 

先進締約国は、適当な場合には、1及び3の規定に関連する情報であって、定量的及び定性的に示されるもの
（可能な場合には、開発途上締約国に供与される公的資金の予定された水準を含む）を2年ごとに通報する。

9条7項（資金の実績報告：隔年透明性報告BTR）
Developed country Parties shall provide transparent and consistent information on support for developing country Parties provided and 
mobilized through public interventions biennially in accordance with the modalities, procedures and guidelines to be adopted by the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement, at its first session, as stipulated in Article 13, paragraph 13. 
Other Parties are encouraged to do so.

先進締約国は、第13条13に定めるところにより（中略）～、開発途上締約国のために提供され、及び公的な関
与を通じて動員された支援に関する透明性及び一貫性のある情報を2年ごとに提供する。
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2025年までの
現在の資金目標

長期気候資金
Long Term Climate Finance (LTF) 
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UNFCCC. 2009. decision 2/CP.15

In the context of meaningful mitigation actions and
transparency on implementation, developed countries
commit to a goal of mobilizing jointly USD 100 billion
dollars a year by 2020 to address the needs of developing
countries. This funding will come from a wide variety of
sources, public and private, bilateral and multilateral, including
alternative sources of finance.

2009 COP15
コペンハーゲン

 先進国は共同で年1,000億米ドルを
途上国に2020年までに動員する

2015 COP21
パリ

年1,000億ドル目標の決定に関する経緯

 1000億ドル目標の対象期限を
2025年まで延長する

• 2025年に1,000億ドル目標
は終了

• 2027年（2025年のデータ
を検証できる）に1000億
ドル目標の交渉議題（ト
ラック）は終了予定

2025-27

1,000億米ドル(100 Billion)＝約15兆円（1ドル＝150円換算）

Also decides that, in accordance with Article 9, paragraph 3, of the
Agreement, developed countries intend to continue their existing
collective mobilization goal through 2025 in the context of
meaningful mitigation actions and transparency on implementation;
prior to 2025 the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to the Paris Agreement shall set a new collective
quantified goal from a floor of USD 100 billion per year, taking
into account the needs and priorities of developing countries

UNFCCC. 2015. decision 1/CP.21. Paragraph 53

 1,000億ドルを下限とした新し
い共同の数値目標を2025年ま
でに決定する
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年1,000億米ドルは達成した（2022年）

パリ協定 9条1項

公的資金を供与する義務

（例）
国際開発金融機関（MDBs）への供出
二国間政府開発援助（ODA)の供出

パリ協定 9条3項

民間を含む多様な資金源を動員する努力

（日本の事例）
公と民間資金を組み合わせた協調融資(JBIC)
海外取引のリスクを保証する貿易保険(NEXI)

（出典：経済協力開発機構. 2024. Climate Finance Provided and Mobilsed by Developed Countries 2013-2022)
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2025年からの
新しい資金目標

気候資金に関する新規合同数値目標
New Collective Quantified Goal (NCQG) on climate finance
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2015
パリ
COP21

2016 
マラケシュ
COP22/CMA1

新規合同数値目標（NCQG）のこれまでの決定

 1,000億ドルを下限とした
新しい共同の数値目標を
2025年までに決定する

2023
ドバイ

COP28/CMA5

prior to 2025 the Conference of the Parties
serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement shall set a new collective
quantified goal from a floor of USD 100
billion per year, taking into account the
needs and priorities of developing countries

UNFCCC. 2015. decision 1/CP.21. Paragraph 53

NCQG ：New Collective Quantified Goal on climate finance（2025年以降の新しい世界の気候資金目標）

 パリ協定第３回締約国
会議（CMA3）から交
渉を開始する

2021 
グラスゴー
COP26/CMA3

 アドホック・ワークプログラム（ス
テークホルダー含む専門家対話）を設
置する

 ハイレベル対話を毎年開催する

 目標には、量、質、スコープ、アクセ
ス、財源、透明性（トラック・報告制
度）を含める

 アドホック・ワークプログ
ラムに、交渉文書案のベー
スを作成する権限を与える

 ハイレベル対話をCOP29前
に開催する

Also decides that the consideration of the new collective quantified goal will be
in line with decision 14/CMA.1 and take into account the needs and priorities of
developing countries and include, inter alia, quantity, quality, scope and
access features, as well as sources of funding, of the goal and transparency
arrangements to track progress towards achievement of the goal, ～;

UNFCCC. 2021. decision 9/CMA. Paragraph 16
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③アドホックワークプログラム
Ad Hoc Work Program (AHWP） TED

1
ケープ
タウン
3月

3年間にわたり３つの場で議論された

①パリ協定
締約国会議
（CMA）

②ハイレベル閣僚級対話
High-Level Ministerial Dialogue(HLMD)

TED
2
ボン
6月

TED
3

マニラ
9月

https://unfccc.int/NCQG

TED
4

シャル
ム

11月

設置
決定

TED
5

3月
ウィー
ン

TED
6
ボン
6月

TED
8

11月
ドバイ

TED
7
ジュ
ネーブ

技術的専門家対話
Technical Expert Dialogue(TED)

TED
9

カルタ
ヘナ
４月

TED
10
ボン
6月

TED
11
バク
9月

交渉
会議

第2回
ハイレベル

年次報告書

前倒し

包摂性・透明性を重視
年４回開催

第3回
ハイレベル

2021
グラスゴー

COP26/CMA3

交渉スタート
2022 

シャルムエルシェイク
COP27/CMA4

交渉
会議

交渉
会議

2023 
ドバイ

COP28/CMA5

2024
バクー

COP29/CMA6

交渉
会議

第1回
ハイレベル

AWHP
1

AWHP
２

AWHP
3

インプット
ペーパー

(10/9開催済）交渉文書案
の作成権限

政治的
ガイダンス

年次報告書

毎年開催
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第3回ハイレベル対話：https://unfccc.int/event/2024-high-level-ministerial-dialogue-on-the-new-collective-quantified-goal-on-climate-finance

第11回技術的専門家対話：https://unfccc.int/event/eleventh-technical-expert-dialogue-and-third-meeting-under-the-ad-hoc-work-programme-on-the-new

アドホックワークプログラムの下で計11回の技術的専門家会合と
計3回の決定文書案へのインプット作成が断続的に開催された

2024年9月9～12日 バクー
第3回アドホックワークプログラム会議(MAHWP3)

第11回技術的専門家会合（TED11）最終回第3回ハイレベル対話での共同ファシリテータの発表資料. UNFCCC. 2024.10

アドホックワークプログラム
共同ファシリテータ
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Preamble 全文

Context (scene-setting) 背景

Goal formulation 目標の設定

Quantum(s)
数値

Time 
frames
期間

Thematic 
scope
分野別
スコープ

Sources
財源

Qualitative 
elements

質
Etc.
その他

Transparency arrangements 透明性制度（補足・報告など）

Party driven review and/or revision 締約国主導のレビュー・改定

第3回ハイレベル対話での共同ファシリテータの発表資料に日本語を加筆. UNFCCC. 2024.10.9
https://unfccc.int/event/2024-high-level-ministerial-dialogue-on-the-new-collective-quantified-goal-on-climate-finance

現時点での決定文書の構成・要素案



13UNFCCC NCQG インプットペーパー改定版 2024.8.29 .https://unfccc.int/documents/640599

ハイレベル対話に向けて
７つのオプション・パッケージに整理された
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政治的ガイダンスが期待されたハイレベル対話（HLMD）
でも意見の相違は埋まらなかった

https://unfccc.int/event/2024-high-level-ministerial-dialogue-on-the-new-collective-quantified-goal-on-climate-finance

アゼルバイジャン
COP29議長

ババエフ環境天然資源相

NCQG is the top priority of COP29 Presidency..
.. essential .. to agree on the number over time

.. fair and ambitious

アゼルバイジャン・バクーにて
2024年10月８日に開催済

COP29議長は新資金目標を最優先議題と位置付け
公平で野心的な目標の量と対象期間の合意を呼びかけた

NCQG is the “collective” goal..
.. finance must be leveraged ..

.. a decade beyond .. 

COP31のホストを希望する
オーストラリア

ボーエン気候変動・エネルギー大臣

共同「collective」の目標であるべきことや
十数年先を見据えた
投資のレバレッジ作用も必要であることを強調
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スコープ
Scope
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スコープを９条か２条に沿わせるかは平行線のまま

現在の目標（2025年まで）
パリ協定９条（公的資金中心）

先進国から途上国へ年1,000億ドルを供与・動員

パリ協定 9条1項（公的資金を供与する義務）
Developed country Parties shall provide financial resources to assist developing countries Parties with respect to both mitigation and 
adaptation in continuation of their existing obligations under the Convention.
先進締約国は、条約に基づく既存の義務を継続するものとして、緩和及び適応に関し、開発途上締約国を支援するため、資金を供与する。

パリ協定 9条3項（多様な資金源を動員する努力）
As part of a global effort, developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing climate finance from a wide variety 
of sources, instruments and channels, noting the significant role of public funds, though a variety of actions, including supporting 
country-driven strategies, and taking into account the needs and priorities of developing country Parties. 
先進締約国は、世界全体の努力の一環として、開発途上締約国のニーズ及び優先事項を考慮しつつ、種々の行動を通じ、公的資金の重要
な役割に留意して、多様な資金源及び経路、手段により気候に関する資金を動員することに引き続き率先して取り組むべきである。

パリ協定 2条１項ｃ

Making finance flows consistent with a pathway towards low 
greenhouse gas emissions and climate-resilient development.

温室効果ガスについて低排出型であり、及び気候に対して強靭である
発展に向けた方針に資金の流れを適合させる。

パリ協定２条
全世界の1.5℃・適応目標

2025年
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２条

革新的な資金シングル・レイヤー マルチ・レイヤー

オニオン型
アボカド型

公的資金
（コア）

公的資金のみ 国内政策
民間資金・投資

公的資金
９条

９条

目標のスコープ・構造についての異なる意見

• 化石燃料補助金の
フェイズアウト

• 炭素税
• 炭素市場
• 気候債権
など

主に途上国が支持
主に先進国が支持

• カーボンプライシング
• 市場メカニズム課金
• 汚染者負担の原則
• 債務気候スワップ
など

途上国がマルチレイヤ―を支持しない理由
• 先進国の責任逃れ（公的支援がないがしろに）
• 地理的・分野的アンバランスが生じる
• 複雑になる
• 透明性が薄れる
• 民間に報告義務を課せない
など

先進国がマルチレイヤ―を支持する理由
• 資金のスケールアップ
• パリ協定の目的（世界全体）に整合する
• トランスフォーメーション、国内外の改革
など



18

分野別目標を設置する声が大きい（イメージ案）

全体目標（オーバーアーチング・ゴール）
（例）毎年〇〇ドル（単年）

累積（例：2025～2030年まで）〇〇ドル
〇年までに資金フローを〇倍に増やす

緩和 適応 損失と損害

分野別目標（サブ・ゴール）

先進国は「緩和と適応のバランス」を支持 途上国は「損失と損害」の枠も主張

能力開発
技術移転

レディネス
透明性支援

(資金申請準備、
報告書作成など）

（例）各分野別の目標イメージ案：全体の〇％、〇ドル、バランスをとった、など その他

• 無償資金
• 後発途上国（LDC）や小

島嶼開発途上国（SIDS）
• 条約下の資金メカニズム
など

現在の1,000億ドル目標は全体目標のみであり、適応資金の不足やその他アンバランスがある教訓などから
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量
Quantity



20

資金需要はBillion（億）からTrillion （兆）ドルへ

Billion = 10億
Trillion = 兆

年1,000億米ドル（15兆円）から、1兆米ドル（150兆円）規模へ
「10倍」のスケールアップが必要

UNFCCC-HP, 2024.4. https://unfccc.int/news/from-billions-to-trillions-setting-a-new-goal-on-climate-finance
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条約下の資金の常設委員会（SCF）による
途上国の資金ニーズ報告書が「数値」の水準になりえる

第1回ニーズ報告書（1st NDR. 2021)
途上国の行動計画の実行には

年約１兆米ドル
2030年までに約6兆米ドルのニーズ

UNFCCC. 2021. First Report on Determination of the Needs of Developing country Parties related to implementing the Convention and the Paris Agreement 
https://unfccc.int/topics/climate-finance/workstreams/needs-report

第2回ニーズ報告書（2nd NDR. 2024.11)

 154か国から提出された754の報告書
（Adcoms, BUR, LEDS, NAPs, NCs, NDC, 
TAPs, TNAs等）に具体的に記述されている実
施手段（資金、能力構築、技術）を基に試算

 NDR-2に関する意見を聴取する地域別ステー
クホルダーウェビナー開催済（2024.4-5）

 COP29バクーで公表イベント開催予定
途上国が作成した563の報告書などを基に試算

SCF: Standing Committee on Finance NDR: Needs Determination Report
途上国が条約とパリ協定を実施するために必要な資金を特定する報告書(NDR)をSCFは４年毎に作成している

COP29に
最終版
公表予定

（2030年までに約6兆＋ドル）
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報告書の種類 累計(USD)
Adcom Adaptation Communication • 1.77-2.4 trillion 
BUR Biennial Update Report • 30-31.78 trillion 
LEDS Low-Emission Development Strategy • 2.34-2.48 trillion
NAP National Adaptation Plan • 842-844 billion 
NC National Communication • 26.32-28.67 trillion
NDC Nationally Determined Contribution

国が決定する貢献
• 5.036 to 6.876 trillion 

TAP Technology Action Plan • 45 billion 
TNA Technology Needs Assessment • 799-804 billion

第2回ニーズ報告書は、途上国が条約に提出した下記8種類の報告書からの具体的に資金需要が記載されている項目を試算

UNFCCC. 第2回途上国の資金ニーズ特定報告書案（未編集版） 2024. 9. unedited version 
https://unfccc.int/documents/640757

対象期間がまちまちで、記載の重複やデータ不足なども多く、算出には課題が大きい

国別貢献（NDC）から試算される途上国の資金ニーズは
2030年までに「５～6.8兆米ドル」
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国連環境計画（UNEP）
適応ギャップ報告書による
適応分野への資金ニーズ予測

2030年まで
1,600～3,400億米ドル

2050年まで
3,150～5,650億米ドル

UNEP. 2023. Adaptation Gap Report 2023
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2023

UNFCCC-TED9統合報告書が引用した
学術論文による

損失と損害の資金ニーズ

2030年まで
5,800億米ドル

Markandya, A. and González-Eguino, M. Integrated Assessment for Identifying Climate 
Finance Needs for Loss and Damage. Climate Risk Management, Policy and Governance. 

Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72026-5_14. 

パリ協定以外による分野別の資金ニーズ予測
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アラブ・グループ（2025～2029）
年1.1兆ドル動員、年4410億ドル供与

2025年 2030 2035

アフリカ・グループ（2025～2030）
年1.3兆ドル動員、累積6.5兆ドル動員

ラテンアメリカ・カリブ（AILAC）（2026～2035）
年 xx 兆ドル無償供与、年xx兆ドル動員

小島嶼開発途上国（SIDS）（2025～2035：2030に中間レビュー）
年 xx 兆ドル無償供与、年xx兆ドル動員

途上国からの主な提案（先進国から途上国へという文脈）

同志途上国（LMDC）（2025～2030）
年1兆ドル動員負

後発開発途上国（LDC）
10年間（5年目にレビュー）

無償・譲許的資金の単年目標の供与・動員

• NDCと連動した毎5年更新
• 公的資金と動員目標の年目標
• 公正な移行への資金
• 負担分担アレンジメント

• 動員と供与の2層構造

• 10年間
• 適応、緩和、損失と損害（同基金）の年数値目標
• 歴史的排出量に基づく公平な負担制度

• 10年間（5年目に中間レビュー）
• 適応、緩和、損害と損害、レディネス、透明性の％割合

• 10年間
• 年毎の無償資金ターゲット
• 適応、緩和、損失と損害のサブ・ゴール
• 条約の資金メカニズムから20％

• NDCと連動した毎5年更新
• 公正な負担分担アレンジメント
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2025年 2030 2035

EU （～2035年）
グローバルな投資フロー xx 兆ドル、気候への投資を x 倍

先進国から途上国へ xx 億ドル供与・動員

先進国からの主な提案

スイス（～2035年）
年xx ドルの投資フロー

xx億ドルの途上国への供与・動員、特にLDC、SIDS、紛争影響地域
国内カーボンプライシングの設置、非効率な化石燃料補助金のフェイズアウト

米国
投資のフロー xx 兆ドル

1000億ドル＋xx億ドル供与・動員

カナダ
投資のフロー xx 兆ドル

途上国支援、特にLDC、SIDS xx億ドル供与・動員
国内カーボンプライシングの設置、非効率な化石燃料補助金のフェイズアウト

気候金融情報開示の義務化、国内タクソノミー開発、

• 10年間
• 為替リスクのための保険や現地通貨での貸し付け
• ファイナンス情報開示政策
• リスクを軽減する革新的なファイナンス手段や制度

• 対象期間は明示なし

• 対象期間は明示なし

• 10年間
• 緩和と適応のバランス向上
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財源
Sources of funding
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コントリビューター・ベース

温室効果ガス排出量

伝統的な先進国
（欧州、北米、日本、豪など）

高い経済所得

負担分担アレンジメント
Burden sharing arrangement

これまで通り＋
経済や排出量などの指標水準を設ける

ひとりあたりGNI 40,000米ドル以上

国民総所得（GNI）：１年間にその国の国民や企業が国内外で得た所得の総額
（国内総生産（GDP）に外国で得た所得を加えたもの）

ひとりあたりGNI 52,000米ドル以上

現在のトップ10排出国で、GNI 22,000米ドル以上

一人あたり250トンCO2相当で、GNI 40,000米ドル以上

累積トップ10排出国で、GNI 20,000米ドル以上
歴史的排出国に基づいた

公正な負担分担アレンジメント

多くの途上国の交渉グループも
負担分担アレンジメントは支持
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資金提供側の水準のひとつに提案されている
ひとりあたり国民総所得 (GNI）4万ドル以上の国

World Bank. 2023 data. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?name_desc=false 

UAE、カタール、クウェートなどが
GNI 40,000以上にあたるカナダ提案

52,000以上

スイス提案
40,000以上

一方で、先進国でも40,000以下の先進国があるが
コントリビュータから削除されるという意味ではない
（これまでの先進国に加え、追加的にという文脈）

• Japan 39,030
• Italy 38,200
• Spain 32,180

USD
Per capita
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排出量トップ１０か国

国民総所得（GNI) Wrold Bank
１年間にその国の国民や企業が国内外で得た所得の総額

現在のトップ10排出国で
GNI 22,000米ドル以上

累積排出量(化石燃料由来CO2)

Our World in Data. https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-co-emissions

1. 米国
2. EU
3. 中国
4. 英
5. カナダ
6. インド
7. 南アフリカ（GNI: 6,750）
8. ブラジル

トップ10（2021年単年）

1. 中国 (GNI: 13,400)
2. 米国
3. インド (GNI: 2,540)
4. ロシア
5. ブラジル(GNI: 9,070)
6. インドネシア(GNI: 4,870)
7. 日本
8. イラン (GNI: 4,680)
9. カナダ
10.サウジアラビア (GNI: 28,690)

Climate Watch HP.
World | Total including LUCF | Greenhouse Gas (GHG) Emissions | Climate Watch (climatewatchdata.org)
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パリ協定９条２項（任意の資金提供）にも期待
9条1項（資金を供与する義務）

先進締約国は、条約に基づく既存の義務を継続するものとして、緩和及び適応に関し、
開発途上締約国を支援するため、資金を供与する。

9条2項（任意提供の推奨）
Other Parties are encouraged to provide or continue to provide such support voluntarily.

1．に規定する支援について、他の締約国は、任意に提供すること又は引き続き提供することが推奨される。

昨年のCOP28では、議長国の
アラブ首長国連邦（UAE）が
損失と損害の基金に
1億米ドルを公約した

（表）外務省（日本）HP
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COP29に向けたポイント
 まずは、新規合同数値目標（NCQG）のスコープ（目的）に合意できるか
 公的資金以外（アウターレイヤー：民間投資、国内政策など）を含めるか
 目標の数値が決まるか
 分野別ターゲットも設置し、数値も設定するか（損失と損害を加えるか）
 資金提供側を拡大できるか（指標設定：コントリビューターベース）
 適正な分担（burden sharing arrangement）とは何か

 アクセス、質、透明性、レビューなどの要素は、共通意見が多い

近日中（COP29前）に交渉文書案（改定版）が事務局から公表される見込み



北九州アーバンセンター / 研究員

大田 純子

ご清聴ありがとうございました！

j-ota@iges.or.jp
https://www.iges.or.jp/jp/about/staff/ota-junko

本研究は、環境省・（独）環境再生保全機構の環境研究総合推進費（JPMEERF20242M02）により実施した。
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