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気候変動・SDGsのシナジーとは何か？

• 既存のトレードオフの解消による相乗効果の発揮

• 今までつながりの無かった・薄かった事象／対象／ステークホ
ルダー等のつながりを新たに創り／強化することで、新たな効
果の発出／今までの効果の向上

• 他には？？？



たとえば
• Global-National-Local-Communityのつながり

VNRs(Voluntary National Reviews)とVLRs（V Local Rs）
NDCs (Nationally Determined Contributions)とLocal Climate Action Plans
NBSAPs (National Biodiversity Strategic Action and Plans)と
LBSAPs (Local BSAPs)および各Global Plan/Review
(e.g. 今年行われるSDGs SummitやUNFCCC/COP28でのGlobal Stocktake）

• 分野間のつながり
ClimateとBiodiversityでのNbS(Nature-based Solutions)
ClimateとHealthやJust transition他、多数

• 世代間のつながり
Intergenerational Equity（世代間公正）・Solidarity（連帯）についての考慮



HLPF2022におけるVNRとVLR
• オランダ：オランダ自治体協会（VNG）が、自治体による自発的なレビュー
（VLR）を実施し、国連に提出する予定である。アムステルダム市のVLR報
告の発表は初めてとなる。

• イタリア：国家持続可能開発戦略（NSDS）実施において、中央機関と協力
する地方自治体がVLRを含む統合的プロセスの結果を反映。

• イベント「第５回2030アジェンダに関する地方・地域政府フォーラム」では、
VLRとVSR（Voluntary Subnational Review）がSDGsを都市戦略や予算に組
み込むために効果的であると指摘された。マレーシア・クアラルンプール市
長は「VLRの作成を通し、地域の目標と国のSDGs目標の整合性を図ると共
に、他のステークホルダーとの情報共有のためのプラットフォーム構築によ
り、透明性が向上した」と報告した。日本からは、豊田市長が登壇し、
「VLRのプロセスを通じ、現状を把握し、2030年に向けたSDGsの実施を都
市の成長戦略に生かすことができた」と述べ、「国レベルの行動を加速させ
るためには、地方自治体レベルでの実践が不可欠」だと強調した。



https://www.iges.or.jp/en/projects/vlr
https://www.iges.or.jp/en/pub/vlrs-2022/en



HLPF2022におけるVNRと統計・参画

• オランダ：オランダ中央統計局（CBS）が「ウェルビーイングとSDGsのモニタリ

ング」という報告書を毎年刊行。

• イタリア：従来の経済指標とNSDSの指標を統合した「平等と幸福の指標」、並び

に国家統計局（ISTAT）が毎年作成するSDGs国家報告書を活用。

• スイス：スイス連邦統計局（FSO）が編集した統計付属書によってVNRが補完され

ており、FSOが運営する「MONET 2030指標システム」にもデータを活用。

• フィリピン：２回目のVNR以降、ステークホルダー・エンゲージメントの拡大が図

られ、 SDGsに関する小委員会（SC-SDGs）というプラットフォームが構築され

ている。また、フィリピン統計局（PSA）が定期的に作成している「SDGウォッ

チ」に加え、今後、地方政府機関によって、世帯レベルでSDGsの進捗をモニタリ

ングするコミュニティベース・モニタリングシステム（CBMS）が実施される予定。



HLPF2022におけるVNRと参画・教育・ユース

• スイス：連邦外務省（FDFA）と他省庁間の緊密な協力の下、デジタルソ
リューション「SDGital2030」を構築。連邦政府、カントン（連邦州）、
地方自治体、民間セクター、科学、市民社会等、多くのステークホルダー
の代表者が2018～2022年のベースライン・アセスメントに参加。情報収
集から協議、翻訳、公開までの一連の評価プロセスをデジタル化すること
により、市民の参画への障壁を低くするとともに、2030年までの継続的
なデータ更新を可能とした。

• イタリア：2020年度から全公立校（６歳から19歳まで）において、気候
変動及びSDGsの教育が必修と定めた。この法令制定により、イタリアは
気候変動教育を義務付ける世界初の国となったことを報告。

• オランダ：若者たちの要望に応じ、政府は彼らの提案した「世代間インパ
クトアセスメント」を採用。



第３回シナジー会合の主な成果物
https://en.jyps.website/post/
youthproposal_synergyconference2022_en

Share “mapping evidence”, 
“big picture”,  and “synergistic 
actions” (IGES led to compile 

input and draft this note)

Highlighting good practices 
including “CES (Circulating and 

Ecological Sphere)”“Decabonization
Leading Areas”

3 Japanese Youth Groups (JYPS, CYJ, 
COND) worked together with global youth 

to develop “Youth Policy Proposal” that 
shared at closing plenary session



第３回シナジー会合の成果文書で
地域循環共生圏、脱炭素先行地域が

シナジーの好事例として紹介



https://www.iges.or.jp/jp/pub/cee-case-studies-jp/ja



https://e-ohminet.com/activity/areabusiness/

地域循環共生圏の事例：
滋賀県東近江市での活動



東近江市版ソーシャルインパクトボンド（SIB）

既存の行政の補助金等を成果報酬型に変えることにより、政策実現の可能性を高める。成果が評価されるま
で、必要な資金を基金と協働で調達することにより、市民の応援団を増やす。補助金改革の一助とする。

公益財団法人
東近江三方よし基金

成果報告

【基金の役割】
・中間支援組織として仕組みをコーディネートする。
・既存事業で対象となった事業体へ、外部からの資金
調達を支援する。
・第三者評価委員会を設置し、成果指標の設定、成果
評価を行う。
・評価結果を外部資金提供者および行政に報告する。
・成果を評価したのち、行政資金等を外部の資金提供
者に利子付きで償還する。

事業主体

東近江市

成果報告成果報酬型交付金

プラスソーシャル
インベストメント
（金融会社）

市民・事業者

第三者評価委員会
（成果指標設定、

成果評価）

【スケジュール概要】
4月～5月 事業公募（市）
6月 選考委員会＆成果目標設定（基金）

年３回事業者相談会にて伴走支援（基金）
7月～8月 出資募集（金融会社）
9月 事業者への資金提供
11月 出資者交流会（基金）
2月 成果報告書提出（事業者）
3月 成果評価委員会、成果報告会（基金）
3月 出資金償還（市→基金→PSI→出資者）

【実績】
事業数 23事業（2016年～2021年度）
出資募集総額 13,130千円
出資者累計 349件
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「公益財団法人東近江三方よし基金」ご提供資料



Sustainable
Human

Well-Being

Built
Capital
(built infrastructure,
factories,
houses,
roads, etc.)

Social
Capital

(social networks,
family and friends,

norms and rules,
institutions, etc.)

Natural
Capital

(non-built infrastructure,
ecosystems,

biodiversity, etc.)

Human
Capital
(population,

health,
 education,

information, etc.)

人的資源

人口・健康・教
育・情報 等

社会資本

建築物・工場・
道路・住宅 等

社会関係資本
ﾈｯﾄﾜｰｸ・家族・
友人・規範 等

自然資本

生態系・生物多
様性 等

資金循環におけるベースの考え方
Point①地域資源を活用して魅力向上

・歴史文化遺産の磨き上げ
・地域の人財の磨き上げ
・インフラの有効活用

Point②地域資源を再評価し保全・再生
・森林、河川の保全・再生
・生活弱者対応と地域共生の仕組みづくり

Point③ソーシャルキャピタルの醸成
・市民意識変化による社会変革
・セーフティーネットの構築

自然環境をベースにそれらを保全し活用する取組
人と人・人と自然をつなぐ取組

資金循環に係る東近江三方よし基金の役割

①外から調達
寄附・出資
休眠預金
公的資金

②流出を止める
消費の流出約700億円
相続による流出？億円

③地域で回す
信金預貸率40％の改善
タンス預金の循環

商店の魅力向上
地元消費の喚起
遺贈寄付の普及

「公益財団法人東近江三方よし基金」ご提供資料



小さな自然再生と絶滅危惧種の川ガキの復活！（環境省）R3最新事例
NPO法人里山保全活動団体遊林会、愛知川漁業協同組合

東近江市版SIBの仕組みを、小さな自然再生（河床耕
耘や魚道整備等）に活用するための実証事業を行う。
地域住民や企業の出資により、当事者意識や防災意識
の向上に貢献し、自然に親しむ意識の醸成につながる
ことを実証調査する。

B 課題共有型（環境省：環境で地方を元気にする地域循環共生圏づくり
プラットフォーム事業）

＜波及効果のねらい＞
・「知る人ぞ知る」（地域の暗黙知）を広く知らせる（地域の形式知へ）
・ESG投資に関心のある投資家の掘り起こし（市外企業１００社へダイレクトメー
ル、市内企業３０社へパンフレット配布）
・社会的インパクトの見える化（活動に参加することによる人の変化）
・金融の仕組みとグリーンインフラなど、新たな取り組みによるニュース性
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「公益財団法人東近江三方よし基金」ご提供資料
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https://www.city.sado.niigata.jp/site/publiccomment/45944.html

2022年10月

https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2005/43108.html

2023年1月



1 year: Introduce CN measures of TMG (city-wide) and Saitama (neighborhood etc.), early implementation with KL City Hall’s budget.
2 year: Support localization of the introduced policies, mechanisms, of which some will be tested in the “Wangsa Maju Carbon Neutral 
Growth Center”
3 year: Action plan for “Wangsa Maju Carbon Neutral Growth Center” will be incorporated into concrete project proposals and support 
is offered for KL city wide decarbonization and to other cities. 

MOEJ “Developing an Institutional Framework Towards Kuala Lumpur 
Zero Carbon City and Neighbourhood in Collaboration with 

Tokyo Metropolitan Government and Saitama City” Project [Phase 2]
Tokyo Metropolitan Government

(TMG) 
Support KL for sustainable policies and buildings 
(“Zero emission Tokyo Strategy” (by 2050), 
“Carbon Half” (by 2030) at whole city level

Saitama City Hall 
(Saitama) 

Support KL for sustainable energy 
management (Misono “Smart Home 
Community”), sustainable mobility (“Shared 
Multi-Mobility”) at neighbourhood level

IGES：
Main coordinator

Streamline and enhance zero emission policies, 
ways to develop a zero emission neighborhood

Kuala Lumpur City Hall (KL)

Universiti Teknologi

Malaysia:
Local coordinator

SEDA (Sustainable Energy 

Development Authority):
Public sector: energy 

management and policies

Looop:
Private sector: 

energy management

KL city mayor declared 
carbon neutral city by 2050 
and “Wangsa Maju Carbon 

Neutral Growth Centre” 
inside KL through “Phase1 
(FY2019-2021)” activities 
between KL and TMG with 

IGES, UTM, SEDA

Fig. Map of Kuala Lumpur City
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KL市・東京都・
さいたま市との

脱炭素
国際都市間
連携協力
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WM Seksyen 2

WM Seksyen 1

Setapak

Jaya

Wangsa

Walk

Bukit 

Dinding

Tmn Sri 

Rampai

WM 

Seksyen 4

WM 

Seksyen 10

(1)Solar on Infrastructure

1a.Rooftop Solar PV

1b. Solar for Pedestrian Mist

(2) Floating Solar PV 

(3) District Energy System

(14) Eco Park 

(15) Community Farming  

(16) Introduce Community Water and 

Energy Saving Program

(17) Transforming the Existing Resident 

Association into Carbon Neutral 

Community  

(18) Zero Waste Community

(19) Carbon Neutral Challenge 

Program in Schools 

(20) Strengthen School Community 

through Concentrated Efforts

(4) Anaerobic Digester

(5) Waste Composting 

Plant

(6) Waste Recycling Points

(7) Open Space and 

Forest Protection 

(8) Vertical/Roof Garden 

(9) Linear Urban Parks

(10) River Cleaning

(11) Pedestrian Cycling 

Network 

(12) Public Transportation 

Improvement

(13) Station Area Planning

Energy

Green & Open 
Space

Mobility

Community

Waste

Carbon Neutrality Opportunities in Wangsa Maju Growth Centre

WANGSA MAJU CNCG 2050 ACTION PLAN

KL市の北東部に位置する、自らが設定した
2050年までにカーボン中立を目指す「脱炭素先行」地区
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地方公共団体
実行計画の
区域施策編＝
NDCの地域版

事務事業編＝
地方公共団体の
事務事業に関する

率先行動

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/
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https://www.town.kuroshio.lg.jp/pb/cont/juumin-osirase/35403
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https://www.town.kuroshio.lg.jp/pb/cont/juumin-osirase/35403
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2021年6月のゼロカーボンシティ宣言、地球
温暖化対策推進法改正による区域施策編策定
の努力義務を受けて、高知県温暖化防止活動
推進センター運営組織のNPO法人環境の杜こ
うちが入り、策定中。
2030年度の目標は60%削減。日高村も。

https://www.town.kuroshio.lg.jp/pb/cont/juumin-osirase/35403



22鳥取県、NE-STとは
https://www.pref.tottori.lg.jp/293782.htm



23鳥取県、NE-STとは
https://www.pref.tottori.lg.jp/293782.htm
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https://www.city.katsushika.lg.jp/information/1000084/1006024/1006289.html

葛飾区の事務事業編では
施設課によるリードで
新築や改築するときは
ZEBの標準化を明示！

ZEB化対策しないこと
＝エネルギーの垂れ流し
・高い光熱費負担の継続



25https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/news/us-government-
release-nature-based-solutions-roadmap-at-cop27/

CEQ (Council on Environmental Quality), The White House

https://www.whitehouse.gov/ceq/news-updates/2022/11/17/ceq-launches-
global-net-zero-government-initiative-announces-18-countries-joining-u-s-to-
slash-emissions-from-government-operations/



https://esgclarity.com/tnfd-mandating-discussions-are-
underway/

https://sciencebasedtargets.org/cop27
26



SBTi /TCFDとTNFD

https://www.cbd.int/article/cop15-finance-and-biodiversity-day



Youth Policy Proposal at Tokyo Conference

1. Creating new Norms and disseminating standards necessary to shift 
the world in the direction of the SDGs and accelerate progress in the 
eight years leading up to the achievement of the SDGs from 2023,

2. Policies and Norm making that go beyond the SDGs and climate 
change and incorporate synergies in terms of biodiversity and resilience

3.Meaningful youth participation
https://en.jyps.website/post/youthproposal_synergyconference2022_en



CBD/COP15 Rio Conventions Pavilion

Intergenerational dialogue for strengthening the 

linkage between biodiversity and climate change -

Third Global Conference on Strengthening Synergies 

and UNFCCC-COP27 to CBD-COP15 

Dec 16th 2022, 18:15 to 19:45

http://www.riopavilion.org/cbd-cop15-montreal-2022/
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https://www.stockholm50.global/events/keys-better-
future-recommendations-scientific-report-

stockholm50-unlocking-better-future



Way Forward from Tokyo Conference

1) Strengthening the evidence base for synergistic action, 
2) Convening multi-stakeholder dialogues at all levels, 
3) Enhancing integrated planning, 
4) Partnerships for transformation, 
5) Informing key intergovernmental processes on climate and the SDGs.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/conference_summary_strengthening_synergies_2022.pdf






