
環境エネルギー政策研究所

持続可能な創エネ
自然エネルギーへの転換を考える

特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所
松原弘直

2023年7月31日

1

あつぎ気候市民会議



環境エネルギー政策研究所

自然エネルギーへの転換を5W1Hで考える
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Why(何故？)：なぜ自然エネルギーが必要なのか？
What(何を？)：どの自然エネルギーを導入するのか？
Who(誰が？)：誰が自然エネルギーを導入するのか？
When(いつ？)：いつ自然エネルギーを導入するのか？
Where(どこで？)：どの地域で自然エネルギーを導入するのか？
How(どのように？)：どのように自然エネルギーへ転換するのか？

太陽熱 地熱

バイオマス熱 グリーン燃料
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海面上昇
異常気象
干ばつ・洪水
氷解(極地、氷河)

Why(何故？)：なぜ自然エネルギーが必要なのか？
気候危機とエネルギー危機
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• 脱炭素化(ゼロカーボン)に必要な自然エネルギーへの転換

地球温暖化
(気候変動)

資源ピーク
(エネルギー危

機)

人口増加経済成長

環境破壊
(陸上・海洋)

食糧危機
(水資源)

生物多様性

エネルギー安全保障
化石燃料の価格高騰
原子力発電の限界
バイオマスの持続可能性
自然エネルギー
への転換

気候危機
エネルギー危機

脱炭素化 エネルギー転換



環境エネルギー政策研究所

Why(何故？)：なぜ自然エネルギーが必要なのか？
厚木市のエネルギーフロー
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化石資源
(海外から輸入)

自然エネルギー
(地域内
ポテンシャル)

家庭

運輸

業務

産業

損失

出所: 地域エネルギー需給データベース(東北大学中田研究室)
https://energy-sustainability.jp/simulator/

海外からの化石資源に依存
(エネルギー自給率: 2%)
エネルギーの調達費用: 年間600億円以上

https://energy-sustainability.jp/simulator/
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Why(何故?)なぜ自然エネルギーに取り組むのか？
自然エネルギーの導入効果・メリット

• 温室効果ガス(CO2)の排出がかなり小さい(ライフサイクルでの評価)
• 環境への影響が比較的小さい(小さいものを選択できる)
• 国内や地域で大きな導入ポテンシャルがある。
• すでに導入が進んだ国や地域がある(実績、技術、ノウハウ)。
• 国内や地域のエネルギー自給率が向上する(エネルギー安全保障)。
• 導入が進むことでコストが低下して経済性が向上する。
• 国内や地域での経済効果や雇用の効果がある。
• ユーザー(消費者、企業など)が選択し、自ら導入・調達が可能。
• 大気汚染や放射能汚染等による被害を避けることができる。
• 分散型で災害にも強いエネルギーシステムが構築できる。
• 国際的なエネルギー貧困の解決・エネルギーアクセス向上ができる。
• デメリットを小さくすることができる。

自然エネルギーのメリット：
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Why(何故?)なぜ自然エネルギーに取り組むのか？
自然エネルギーのライフサイクルCO2排出量
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出典:電力中央研究所(2015)
「日本における発電技術のライ
フサイクルCO2排出量総合評
価」より資源エネルギー庁が
抜粋

風力発電

太陽光発電

地熱発電

原子力発電

水力発電

火力発電
(化石燃料)

再エネ
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What(何を？)：どの自然エネルギーを導入するのか？
どの自然エネルギーを導入・利用するのか？
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再エネ発電

再エネ熱
再エネ燃料

大型水力(ダム)
中水力
小水力(水路式)

大規模(特高)
中規模(高圧) 
小規模(低圧) 
住宅用(屋根)

洋上風力
陸上風力
小型風車

大規模(蒸気)
小規模(温水)

廃棄物(一般、産業)
メタン発酵(廃棄物)
木質(国内・海外)
農業残渣(海外)
液体燃料(海外)

太陽熱
地熱 バイオマス熱

バイオ燃料
グリーン水素
グリーン燃料
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When(いつ？)：いつ自然エネルギーを導入するのか？
自然エネルギー100%への転換のロードマップ
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長期的なエネルギー転換では、自然エネルギーと
エネルギー効率化(省エネルギー)だけが将来にわたって持続可能

出典：ISEP作成

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

過去 現在 未来



環境エネルギー政策研究所

Who(誰が？)：誰が自然エネルギーを導入するのか？
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化石燃料の
採掘

化石燃料の
調達・加工

化石燃料の
変換(発電)

エネルギー
の

利用

輸入 販売・送配電

国内エネルギー
大手企業

海外エネルギー
大手企業

国内大手
電力会社

ユーザー
需要家

電気電気化石燃料化石燃料

一次エネルギー 二次エネルギー

自然
エネルギー

供給

エネルギー
の

利用

販売・送配電

発電事業者 自然
エネルギー

(地域内)

自然
エネルギー

開発計画

自治体・事業者

自然
エネルギー

目標

国・自治体
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Where(どこで？)：どの地域で自然エネルギーを導入するのか？
日本国内の太陽光発電の導入ポテンシャル
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https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/
太陽光発電の市町村別の導入ポテンシャル

• 太陽光発電
• 建物系: 455 GW

• 官公庁、病院、学校
• 戸建住宅、集合住宅
• 工場、倉庫、鉄道駅ほか

• 土地系: 1005 GW
• 最終処分地/一般廃棄物
• 耕地(田・畑)
• 荒廃農地(再生利用可能・困難)
• 水上(ため池など)

https://www.renewable-energy-potential.env.go.jp/RenewableEnergy/
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Where(どこで？)：どの地域で自然エネルギーを導入するのか？
営農型太陽光発電：ソーラーシェアリング
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市民エネルギーちば(株)千葉県匝瑳市
匝瑳メガソーラーシェアリング第1発電所

二本松営農ソーラー(株)福島県二本松市

農作物をつくりながら、電気もつくる——。それが、営農型太陽光発電と呼ばれる新しい農業スタイ
ル「ソーラーシェアリング」です。畑や田んぼで従来通りの農作物を育てながら、その約3〜4m上の位
置に藤棚のように架台を設置して、その上に太陽光パネルを並べ、太陽の光を分けあって農作物と
エネルギーを作ります。1つの土地で農業と発電事業を両立することができます。
・全国ご当地エネルギー協会:  http://communitypower.jp/solarsharing-support
・ソーラーシェアリング推進連盟: http://solar-sharing.jp/

http://communitypower.jp/solarsharing-support
http://solar-sharing.jp/
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Where(どこで？)：どの地域で自然エネルギーを導入するのか？
「エネルギー永続地帯」都道府県別の再生可能エネルギー電力の供給割合
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• 都道府県別の再生可能エネルギー電力の供給割合

永続地帯2022年度版報告書(2023年6月リリース)
https://sustainable-zone.com/sz2022report/

出典：永続地帯研究会(千葉大倉阪研
+ISEP)データよりISEP作成
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2021年度

• 100％エネルギー永続地帯市区町村は、195に

• 再生可能エネルギー電力100%を超える市町村が326に

https://sustainable-zone.com/sz2022report/
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Where(どこで？)：どの地域で自然エネルギーを導入するのか？
神奈川県内の市町村の「地域的エネルギー自給率」(2021年度)

13

神奈川県は自然エネルギーの供給割合は5.9%：電力のみでは7.1%
市町村 供給割合 電力のみ 熱のみ 自然エネルギーの種類

⼭北町 258.9% 546.1% 1.5% 小水力発電

箱根町 44.8% 62.0% 25.3% 小水力発電、温泉熱

中井町 31.9% 58.2% 1.7% 太陽光発電

南⾜柄市 27.3% 39.6% 1.0% 小水力発電、太陽光発電

⼤井町 25.3% 36.0% 2.3% 太陽光発電

湯河原町 10.8% 4.7% 20.7% 温泉熱

秦野市 9.7% 12.7% 1.9% 太陽光発電、バイオマス発電

愛川町 9.4% 16.3% 2.4% 太陽光発電

川崎市 9.2% 11.8% 0.7% バイオマス発電、太陽光発電

海⽼名市 8.5% 10.5% 2.5% 太陽光発電、バイオマス発電

厚⽊市 6.2% 7.2% 3.4% 太陽光発電、バイオマス発電
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How much：自然エネルギーのコスト・経済性は？
自然エネルギーの発電コストは？
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出所:IPCC第6次評価報告書 第3作業部会 報告書 SPM解説資料(国立環境研究所)

世界の自然エネルギーの発電コストの低下と化石燃料との比較

20円/kWh

40円/kWh

60円/kWh

10円/kWh

化石燃料 化石燃料
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How much：自然エネルギーのコスト・経済性は？
2030年におけるCO2排出削減対策と削減ポテンシャル

15出所:IPCC第6次評価報告書 WG3 SPMよりClimate Integrate作成
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How(どのように？)：どのように自然エネルギーへ転換するのか？
太陽光発電のギモン解決！よくある質問15選
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https://go100re.jp/3316

目次
●解説！太陽光発電
●一戸建てに設置した場合
●よくある質問15項目
1．どんな屋根につけたらいいですか？ 設置するときの方角や角度、太陽光パ
ネルが重くないか気になります。
2．設置後に雨漏りするのでは？
3．いい業者の選び方を教えてください。
4．メンテナンスが面倒なのでは？
5．太陽光パネルを設置すると 2 階が 熱くならないか心配です。
6．火事のときに消火ができないのでは？
7．住宅への太陽光パネル設置義務化を検討している自治体がありますが、全
員設置しなくてはいけないのですか？
8．電磁波の健康への影響は？
9．太陽光パネルが風で飛ばされたり物が飛んできて壊れたりしませんか。
10．太陽光パネル廃棄の問題が気になります。
11．太陽光パネルには有害物質が入っているのでは？
12．太陽光パネル製造時に大量のエネルギーを使うのでは？
13．太陽光パネルの製造時に人権問題が絡んでいると聞きましたが？
14．太陽光発電設置は自然破壊につながるのでは？
15．太陽光発電の今後の展望を教えてください。

https://go100re.jp/3316
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How(どのように？)：どのように自然エネルギーへ転換するのか？
ZEH(ゼッチ：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
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ZEH（ゼッチ）ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスとは、「外皮の断熱性能等を大
幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持

しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することによ
り、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅

出所:資源エネルギー庁「家庭向け省エネ関連情報」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/index03.html

第6次エネルギー基本計画：「2030年度以降新築される住宅について、ZEH基準の水準の省
エネルギー性能の確保を目指す」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/index03.html
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How(どのように？)：どのように自然エネルギーへ転換するのか？
太陽発電の廃棄物の問題への取組み
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出所:環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」
(2018年12月) https://www.env.go.jp/press/106294.html

• 太陽光発電設備の長寿命化：事業期間20年以上に(パネルの寿命は20〜30年程度)
• 太陽光発電設備のリユースおよびリサイクル：

• リユース：3,400トン/年
• リサイクル：1,000トン/年

• 太陽光発電の廃棄費用の外部積立義務化(2022年7月〜)

2030年代後半には50〜80万トン/年
(自動車破砕残さASR:60万トン/年)

https://www.env.go.jp/press/106294.html
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How(どのように？)：どのように自然エネルギーへ転換するのか？
自然エネルギー100%プラットフォーム

http://go100re.jp/
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世界100%自然エネルギープラットフォームと連
携して、日本国内での自然エネルギー100%プ
ラットフォームは、CAN-Japanが運営
(事務局：ISEP・気候ネットワーク)

脱炭素地域に向けた自然エネルギーの進
め方”～自然エネルギーの持続可能性を
考える連続ウェビナー開催(2021年度)

http://go100re.jp/
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How(どのように？)：どのように自然エネルギーへ転換するのか？
RE100: 再生可能エネルギー100%へ向かうことを宣言する企業

全世界390以上の企業が再生可能エネルギー
100% RE100に向かうことを宣言
日本企業も80社が宣言(2023年7月現在)

http://there100.org/companies
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認定条件：電力で100%再生可能エネルギーを目指すことを宣言する企業
• 再生可能エネルギーの電気を発電事業者や電力市場から調達(グリーン電力含む)
• 再生可能エネルギーによる発電事業を行う(オンサイト、オフサイト)

エネルギー効率を2倍に

電気自動車への転換

https://japan-clp.jp/climate/reoh 

http://there100.org/
http://there100.org/companies
https://japan-clp.jp/climate/reoh
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RE100における主な再エネ調達手法

出所: 資源エネルギー庁「電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会」資料

How(どのように？)：どのように自然エネルギーへ転換するのか？
企業や自治体における主な再エネ調達手法
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How(どのように？)：どのように自然エネルギーへ転換するのか？
自然エネルギー100%の未来を目指す
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• 気候変動のリスクを知る。
• 原発の制約とリスクを知る。
• 化石燃料の制約を知る。
• 自然エネルギーの可能性を知る。
• 省エネルギーのメリットを知る。

知ること

考えること

• 持続可能な社会について考える。
• 次世代のことを考える。
• 未来のエネルギーのビジョンを考える。
• 省エネルギーの方法を考える。
• 自然エネルギーの増やし方を考える。
• エネルギーを選び方を考える。

参加すること

実行すること

• セミナーやシンポジウムに参加する。
• NGOのサポータや会員になる。
• ボランティア活動に参加する。
• 地域の活動に参加する。
• 選挙などを通じて政治に参加する。

• 省エネルギーを実践する。
• CO2排出量を8割減らす。
• 自然エネルギーを選択する。
• 自然エネルギーを導入する。
• 消費者として企業を選ぶ。
• 政党や政治家を選ぶ。


