
未来カルテ以外の情報
温暖化リスク

・産業革命頃に比べて地球の平
均気温を2℃以上上げないため
には、今世紀末には、温室効果
ガスの排出量をゼロまたはマイ
ナスにすることが必要。
・1.5℃未満にするには、さらに
早い対策が必要。

・さらなる温暖化は避けられな
いため、適応策も必要。

栽培適地の移動、熱中症の増加、
大規模台風など災害増加、海面上昇、
スキーなどレジャーへの影響、南方の
害虫・疫病の侵入 etc.

(出典） IPCC第5次報告書第一作業部会政策決定者向け要約 http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf 27

28
（出典）環境省「IPCC『１．５℃特別報告書』の概要」
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（出典）静岡県「静岡県の
気候変動影響と適応取組方
針」2019年3月

100年で2.2℃上昇

富士山は100年で1.2℃上昇
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静岡県内
の表明自
治体

2021年3月30日表明
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二酸化炭素ダイエット

対策１：建物のゼロエネルギー化

省エネ

ZEB（ゼブ）:
Net Zero Energy Building

再エネ

ZEH（ゼッチ）:
Net Zero Energy House

2030年までに新築住宅
の平均（半分以上）で
ZEHの実現を目指す

写真 日本初のZEBスクール：
瑞浪市立瑞浪北中学校

2030年までに新築建築
物の平均（半分以上）で
ZEBの実現を目指す

対策3：自動車の脱炭素化

図 燃料を作るところまで含めた二酸化炭素排出量図 自動車の走行と二酸化炭素の排出

ガソリン車やディーゼル車、ハ
イブリッド車は走行時に二酸
化炭素を出します。

電気自動車は、走行中には二酸化
炭素を出しませんが、燃料となる電
気の発電の際に二酸化炭素を排出
する可能性があります。

したがって、まずはできるだけ
自動車での走行距離を減ら
す必要があります。

燃料を作るところを含めて考えても、電
気自動車は、ガソリン車やディーゼル車
、 ハイブリッド車よりも二酸化炭素の排
出が少ないことがわかっています。

対策2：再生可能エネルギーの導入

化石燃料
による火
力発電

再生可能
エネルギー

化石燃料による火力発電に比べて、再
生可能エネルギーは発電に伴う二酸
化炭素の排出量が少ないため、脱炭
素を目指すには必要不可欠となります。

図発電にともなう二酸化炭素排出量 出典）バイオマス産業ネットワーク(2019)

対策4：二酸化炭素の吸収
植物は光合成により二酸化炭素を吸収
します。
しかし、植物も成長するにつれて二酸化
炭素の吸収量は減っていきます。そのた
めある程度成長した木は伐採して、木材
などとして利用しながら、若い木を植え
ていく必要がありま す。

図 樹種別・林齢別の炭素吸収量 出典）林野庁「林業白書」 31

未来カルテ以外の情報
災害リスク

（出典） 防災科学技術研究所「防災ハザードステーション」http://www.j-shis.bosai.go.jp/maps-pshm-prob-t30i55

・今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われ
る確率は、太平洋側中心に高くなっている。

最も確率が高い政令指定都市は、千葉市85％、横浜市82％

（出典）気象庁リーフレット
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（出典） 防災科学技術研究所「防災ハザードステーション」http://www.j-shis.bosai.go.jp/maps-pshm-prob-t30i55

地震
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（出典）島田市洪水・土砂災害ハザードマップ洪水・土砂災害



未来カルテ以外の情報
技術進歩

35

ICTを最大限に活用し、サイバー空間とフ
ィジカル空間（現実世界）とを融合させた
取組により、人々に豊かさをもたらす「超ス
マート社会」を未来社会の姿として共有し
、その実現に向けた一連の取組を更に深
化させつつ「Society 5.0」（狩猟社会、
農耕社会、工業社会、情報社会に続く新た
な社会）として強力に推進し、世界に先駆
けて超スマート社会を実現していく。

従来は個別に機能していた「もの」がサイ
バー空間を利活用して「システム化」され、
さらには、分野の異なる個別のシステム同
士が連携協調することにより、自律化・自
動化の範囲が広がり、社会の至るところで
新たな価値が生み出されていく。これによ
り、生産・流通・販売、交通、健康・医療、金
融、公共サービス等の幅広い産業構造の
変革、人々の働き方やライフスタイルの変
化、国民にとって豊かで質の高い生活の
実現の原動力になる

科学技術基本計画（2018．1 閣議決定）

必要なもの・サービスを、必要な人に、必要
な時に、必要なだけ提供し、社会の様々なニ
ーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が
質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、
地域、言語といった様々な違いを乗り越え、
活き活きと快適に暮らすことのできる社会

（出典）内閣府 https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/

アイディア出しのためのヒント ○ アイディア出しのルール

① 質よりも量

不完全なアイディアでも、ほかの人が拾ってふくらませてくれるかも
しれません。たくさん出すことが重要です。

② かわった意見、歓迎！

ほかの人が思いつかないような意見、斬新な意見、違った視点か
らの意見など、歓迎です。

③ 批判しない

アイディア出しの段階では、批判してはいけません。出した意見に
責任をとらせることも厳禁です。自由なアイディア出しを損ないます。

④ ほかの人の意見と合わせて考える
ほかの人の意見を眺めながら、「このアイディアとこのアイディアを
一緒にしたらどうだろう」と考えてください。

○ 発言のルール

① ほかの人の話に相づち・リアクション（反応）を！

コミュニケーションの基本はリアクションです。ほかの人の話に何か
反応してあげてください。相づちでも、くりかえしでもかまいません。

② 大きな声で楽しく発言しよう！
発言するときには、班の仲間に聞こえるように大きな声で発言しま
しょう。紙に書くときにもほかの人に読めるように大きな字で！

③ 個人作業のときには、おしゃべりはしないで！
それぞれがアイディアを紙に書き出す時間には、おしゃべりしないで
ください。相談や議論は後で。

▷ 個人のアイディア出し

アイディア・意見を小さな紙（ポストイット）に書き出します。
・ アイディアひとつにつき１枚使ってください。
・ 名前を書く必要はありません。
・ ほかの人にも読んでもらえるように大きな字で、できるだけ丁寧（ていね
い）に書きましょう。
・ のりがついているところが上になるように、のりがついていない方に書い
てください。
・ 紙の色は関係ありません。

裏
に
の
り

アイディ
ア……

▷ 個人のアイディアを模造紙に貼る方法

① 手元のカードを出す順番を決めます。
・ 最初の順番の人だけ決めればOKです。
② 最初の順番になった人は、自分が書いたアイディアカードから、１枚選んで、
模造紙に貼ります。
・ どのカードでもかまいません。出すときに一言説明しながらだしましょう。

③ このとき、そのアイディアに似たアイディアカードを持っている人は、最初の
人のカードの近くに貼ってください。
・ カードは重ねないでください。模造紙のどちらかを上にして、見やすいよう
にきちんと貼りましょう。

④ その作業が終わったら、次の順番の人（最初の順番の右隣の人）が、自分
のアイディアカードから１枚選んで模造紙に貼ります。
⑤ ここからは、全員のアイディアが貼られるまで、同じ作業の繰り返しです。 36



どのようなことをすれば人が動くのでしょうか。

・ 税金を変える ・ 義務づける ・ 教育を変える
・ 儲かるようにする ・ 表彰する ・ 情報を出す
・ 場所をつくる ・ リーダーを育成する など

政策を考えるためのヒント
人が足りない？

人が余る？

お金が足りない？

場所が余る？

「人を増やす」 か
「仕事を減らす」 か

「人を減らす」 か
「仕事を増やす」 か

「収入を増やす」 か
「支出を減らす」 か

「活用する」 か
「壊してしまう」 か

〇 すべてふたつの方向で考えることができます。どちらが、
未来の島田市に合っているでしょうか。どちらが実現しやすい
でしょうか。

〇 ルールづくりまで、考えてみましょう。

政策 ＝ 社会的課題を解決するために社会のルールを変えること

○ 政策を考えるための7つの視点

① 社会的課題を解決できる内容ですか（課題解決性）
② 技術的に実行可能な政策ですか（技術的実行可能性）
③ 社会的に受け入れられる政策ですか（社会的受容可能性）
④ 経済的に実行可能な政策ですか（費用効率性）
⑤ 法律上の問題はありませんか（法的整合性）
⑥ 時間が経てば効果が薄れませんか（反作用の有無）
⑦ 他の社会的課題を引き起こしませんか（副作用の有無）

・ どのような社会的課題を解決しようとしているのか
（社会的背景・必要性）
・ 今の政策はどのようなものか（既存政策のレビュー）

・ どのような政策を提案しようとしているのか（政策案
の説明） 誰が何をするのか、その際の予算額はどの程度か
・ そのルールは、左の視点に照らして妥当か（妥当性
の検証）

○ 政策案の構成
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