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話題

① 気候変動のこと

② 気候変動とその影響

③ 適応とは



１．気候変動ってなんだろう

氷河期-間氷期とかとは違うの

か？

地球温暖化のことか？ 温暖化ってほんとうなのか？



氷期と間氷期がくりかえされることと
地球の温暖化との関係はどう理解する？

１）大きな自然がもたらす気候変動

ーー＞ 10万年周期で繰り返す氷河期ー間氷期サイクル

ーー＞ 現在は1万年前に終わった氷期の後の間氷期にある

大きな意味で安定した気候状態にある

２）人為起源で引き起こされる地球温暖化

＝＝＞ここ３0～300年で起こっていく



CO2(ppm)

温度上昇

海面上昇（ｍ）

-130m

-6度程度？

人新世におけるホットハウスアースへの道のり



ドミノ倒しのように
温暖化が加速する？



IPCC 第5次報告書
自然科学的根拠 技術要約

過去1100年程度の気温の変化の推定（IPCC)
1万年前
最終氷河期の終了
海水面上昇
数十～120ｍ
間氷期

縄文時代
7000年前
縄文海進数ｍ
温かい
日本人口26万程度

弥生時代 寒冷
海岸線が後退

平安時代
すこし温かい









二酸化炭素以外にもあと半分程度の効果がある









気候変動が進むとどうなる？

どういうところから考えるか？



猛暑日の日数変化（13地点） 気象庁 気候変動監視レポート2019

猛暑日(35度以上）の増加



強大化する？台風の被害
（2019年台風19号による千曲川氾濫）長野県 JR東日本発表



関東でも
多摩川の氾濫

繰り返す災害？？

被害が大きくなっていく？



オーストラリアの乾燥化と大規模火災２０１９



サバクトビバッタ
＝＞相変化

FAOが緊急支援

北アフリカの
食糧危機の危険

＜世界の動き＝個人的にちょっと気になる昨年末からのニュース＞



•ソマリアへの台風の到来

（あまりない事象）

https://www.youtube.com/watch?t
ime_continue=41&v=Vo61TiAGwhk
&feature=emb_logo



温暖化が招く感染症拡大危惧

毎日新聞
2020年5月19日 くらしナビ

温暖化や気候変動により野生生物生息域が変化する
ことで、野生動物(哺乳類）間や人間との生活領域の
新たな交わりが新たなウイルスによる病気の発生を
促す可能性がある。

C. J. Carlson et. al, Georgetown University, Washington, D.C., 
USA.73EcoHealth Alliance, New York, NY, USA.
Climate change will drive novel cross-species viral 
transmission

コウモリやネズミ

デング熱やマラリアの蔓延

凍土が溶けて昔の細菌が復活する？



身近なところから考えよう

蚊の対策とかをはじました



全国民に告ぐお触書（2018.12）
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2016 20182015

「気候変動の影響への
適応計画」 策定

12月1日

「気候変動適応法」施行

IPCC

1988 1992

「気候変動枠組み条約」採択

1997

COP3
「京都議定書」採択

COP21
パリ協定合意

2008-2012 2019 2020

京都議定書
第一約束期間

パリ協定による
削減開始

1998

「地球温暖化
対策推進法」

「地球温暖化
対策計画」

2030

26％削減目標緩和策

適応策

【気候変動に関する動き】

対策の両輪



気候変動対策とは？

「緩和」mitigation 「適応」Adaptation

影響 影響



将来気候の変動の影響というものにより、

昔は普通だと思っていた感覚が裏切られることになる
かもしれない

普通にできると思っていることが、
環境が変化してうまくいかない！？



気候変動時の桃太郎



おじいさんは山に柴刈りに行きましたが、このところの熱波で、、、、

A-PLAT、
①気候変動適応とは何？「ここが知りたい温暖化適応編」



おばあさんは、川に洗濯にいきましたが、このところの大雨で、桃は流されて、、、

A-PLAT、
①気候変動適応とは何？「ここが知りたい温暖化適応編」



•流れ着いたら鬼ヶ島だった

•桃太郎が始まらない



これらに備えようとするには

＝「適応」という行為



日傘

いつもより水をのむ

体力をつける

家で洗濯する

川幅拡張工事



２．気候変動影響とは

暑いということだけでしょう

か？

洪水が増えるとか？ 北海道は良いぐらいになる？



気候変動適
応法におけ
る気候変動
の定義

第一章総則

（目的）

第一条この法律は、地球温暖化（地球温暖化対策の推進に関する

法律（平成十年法律第百十七号）第二条第一項に規定する地球温

暖化をいう。）その他の気候の変動（以下「気候変動」とい

う。）に起因して、

生活、社会、経済及び自然環境における気候変動影響が生じてい

ること並びにこれが長期にわたり拡大するおそれがあることに鑑

み、気候変動適応に関する計画の策定、気候変動影響及び気候変

動適応に関する情報の提供その他必要な措置を講ずることにより、

気候変動適応を推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化

的な生活の確保に寄与することを目的とする。



身近に起こる懸念や
予測される気候変動影響の例



最近なんだか
おかしくないか

北海道新聞 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/477883

魚は北へ移動中か

北海道のブリの水揚げ量

統計情報｜全国さんま棒受網漁業協同組合 (samma.jp)

http://www.samma.jp/tokei.html


自然災害の保険料支払いは増加傾向にある
平成30年7月豪雨による支払額

200億！



熱中症による都道府県別救急搬送者数（R2とR1年）

◎搬送者の数は増加傾向にある

総務省R2/10/27資料

3000人

1000人



日本の最深積雪の基準値(1981-2010)からの偏差（％）

西日本 日本海側

北日本 日本海側 東日本 日本海側

気象庁 気候変動監視レポート2019



過去40年で
太平洋側に接近する台風が増えている

報道発表



2~3℃上昇

1~2℃上昇

4~5℃上昇

5℃以上

将来の気温上昇予測例

RCP2.6 RCP8.5
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①農林
水産業

②水環境
水資源

③自然
生態系

④自然災害

⑥健康

⑤産業
経済活動

⑦国民生活

気候変動影響や適応の7つの分類

塩水遡上
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熱中症による救急搬送人員数の経年変化

5月 6月 7月 8月 9月

※

※2011-2014年は5月の調査データなし

※

※

※

45

2018年: 95,137人

東・西日本で記録的な高温

出典：下記資料を基に国立環境研究所が作成。
総務省消防庁「平成29 年（５月から９月）の熱中症による救急搬送状況」https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/item/heatstroke001_houdou_01.pdf
総務省消防庁「平成30 年（５月から９月）の熱中症による救急搬送状況」https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/item/heatstroke003_houdou01.pdf
総務省消防庁「2019年（５月から９月）の熱中症による救急搬送状況」https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/items/heatstroke_geppou_2019.pdf

CLIMATE CHANGE ADAPTATION PLATFORM

全国における熱中症搬送者数の増加



将来の熱中症搬送者数予測（MIROC5）
（基準期間1981-2000年との差）

RCP2.6 RCP8.5

RCP2.6 RCP8.5





IPCC 第5次報告書
自然科学的根拠
技術要約

海面水位は少しずつ
上がってきている



砂浜消失率
RCP2.6
21世紀末



都道府県別の気候と気候変動による影響の予測．

平成29年３月31日にWebGIS版を公開

「環境省環境研究総合推進費S-8 温暖化影響評価・適応
政策に関する総合的研究」 における研究成果に基づく

CLIMATE CHANGE ADAPTATION PLATFORM

全国・都道府県情報 (WebGIS)

50

選択可能な分野：
「気候」「農業」
「水環境」「自然生態系」
「自然災害」「健康」

⚫ 「コメ収量（品質重視）」
⚫ MIROC5
⚫ RCP2.6とRCP8.5
⚫ 21世紀末

RCP2.6（厳しく温暖化対策を実施） RCP8.5（ほぼ温暖化対策を実施せず）





最近よく聞く内水氾濫という言葉

資料32P

https://www.jma.go.jp/jma/
kishou/minkan/wxad/pdf/6-4.pdf

https://www.jma.go.jp/jma/


◎国土交通省ー治水に係る大雨の規模の増加を検証。
✓ 4度上昇した場合、21世紀末に一級水系の降雨量変化倍率は1.3倍、治水計画目標
とする規模の洪水の流量平均値は1.4倍、洪水発生頻度は約4倍と試算

✓ 2度目標であっても。2040年に降雨量変化倍率1.1倍、洪水流量の平均1.2倍、発生
頻度は2倍と試算

令和2年7月 社会資本整備審議会
(国土交通省）



「気候変動適応」という考え方

影響を低減するか、利用するか
ソフト or/and ハード

• 基本的には先に手を付けたほうがいろいろ得が大きい

• 気候変動は変化していくために、トレンドを見極めて長期
的な対策や投資を（例：栽培作物を変える、品種改良）

• ビジネスチャンスにもなる。(対策技術）

• 緩和を忘れずに！





気候変動の「緩和」策と「適応」策の関係

〇緩和策により起こる気候変動に差がある 適応すべき大きさに差

温室効果
ガス削減
シナリオ
４種

〇パリ協定下でも最低でも１度Cの将来の気温上昇

〇RCP8.5（積極的には温室効果ガス削減をしないケース）では、

パリ協定の基準

IPCC報告書

ポイント！

適応が必要

適応が現実ではない



緩和策と適応策の両方が必要

「緩和」

「適応」

持続可能性を考えるならば

影響



まとめ

1. すでに気候変動の影響は各種出始めているように見える
(農業、漁業、、、、、、国民生活）

2. 影響に対する我々の対処方は、
 短期的には、災害等、現変化に対する素早い対応と備え

 中長期的(５－10年程度）には、

予測される気候変動に対応する計画と対策

 長期的には、気候変動変化に合わせた計画・対策の見直し

 たゆまざるGHGの削減

キーポイントは、我々がどのようにリスクを見極めるかということ


