
   

 

 

 

 

 今 回 は、農 業 経 済 学 や農 業 経 営 学 を専 門 とする(独 )農 業 ・食 品 産 業 技 術 総 合 研 究 機 構 北 海 道

農 業 研 究 センター北 海 道 農 業 経 営 研 究 チーム主 任 研 究 員 の若 林 勝 史 氏 に経 済 学 の分 野 からみ

た地 球 温 暖 化 対 策 について寄 稿 していただきました。 

 

  

 

 

前 号 に て 、「 コ モ ン ズ （ 共 有 地 ） の 悲 劇 」 に 関 す る 話 題 が あ り ま し た 。 地 球 温 暖 化 を は じ め と す る

地 球 環 境 問 題 の 深 刻 化 は 、ま さ し く コ モ ン ズ の 悲 劇 で あ り 、そ の 解 決 に む け て 様 々 な 分 野 か ら 取 り 組

み が 進 め ら れ て い る と こ ろ で す 。  

今 回 、経 済 学 の 分 野 に お い て 環 境 問 題 を ど の よ う に と ら え て き た か 、ま た そ の 対 応 策 と し て 注 目 さ

れ る 排 出 量 取 引 と 農 業 分 野 に 適 用 す る 場 合 の 課 題 に つ い て 、話 題 を 提 供 さ せ て い た だ き た い と 思 い ま

す 。  

ま た 、2 月 22、23 日 の 二 日 間 に わ た り 、国 際 シ ン ポ ジ ウ ム「 地 球 温 暖 化 と 農 業 の か か わ り 」（ 農

林 水 産 省 主 催 ）が 東 京 で 開 催 さ れ ま し た 。シ ン ポ ジ ウ ム で は 、地 球 温 暖 化 に 対 す る 諸 外 国 の 取 り 組 み

事 例 も 交 え な が ら 、「 農 業 分 野 に お け る 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 取 引 に 関 す る 課 題 と 展 望 」（ １ 日 目 ）と「 地

球 温 暖 化 に 日 本 農 業 と し て ど の よ う に 備 え る か 」（ 2 日 目 ）を テ ー マ に 議 論 が 行 わ れ ま し た 。そ こ で 、

こ の 場 を お 借 り し て 、シ ン ポ ジ ウ ム に お け る い く つ か の 興 味 深 い 論 点 を ご 紹 介 さ せ て い た だ き た い と

思 い ま す 。  

 

 

１ ） 外 部 不 経 済 の 存 在  

理 論 経 済 学 に は 、 ア ダ ム ・ ス ミ ス の い わ ゆ る 「 神 の 見 え ざ る 手 」 を 理 論 的 に 示 し た 「 厚 生 経 済 学

の 第 一 基 本 定 理 」と い う も の が あ り ま す 。こ れ は 、理 想 的 な 価 格 メ カ ニ ズ ム の も と で 、各 経 済 主 体（ 生

産 者・消 費 者 ）が 市 場 の 価 格 シ グ ナ ル に 従 っ て 利 益 を 追 求 す れ ば 、社 会 的 に 効 率 な 資 源 配 分 が 達 成 さ

れ る と い う も の で す 。  

し か し 、こ の 基 本 定 理 が 成 り 立 つ の は 、あ く ま で

「 理 想 」 的 な 市 場 が 存 在 す る こ と が 前 提 と な り ま

す 。た と え ば 、外 部 経 済 や 外 部 不 経 済 が 存 在 す る 場

合 － す な わ ち 、市 場 を 介 さ ず に 他 の 経 済 主 体 に 影 響

を 与 え る よ う な 場 合 は 、い わ ゆ る「 市 場 の 失 敗 」に

陥 り 、 適 切 な 資 源 配 分 が 達 成 さ れ ま せ ん 。  

図 は 外 部 不 経 済 の 存 在 に よ っ て 最 適 な 資 源 配 分

が 歪 め ら れ る し く み を 示 し た も の で す 。 た と え ば 、

Q と い う 商 品 の 生 産 に 伴 っ て 温 室 効 果 ガ ス X が 排

出 さ れ る こ と を 考 え て み ま し ょ う 。温 室 効 果 ガ ス の

排 出 が 適 切 に 規 制 さ れ 、生 産 者 が X の 削 減 に 相 応 の
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コ ス ト （ ま た は X が 及 ぼ す 被 害 の 補 償 対 価 ） を 支 払 っ た 場 合 の 生 産 量 お よ び 排 出 量 が 、 実 線 の 供 給

曲 線 と 需 要 曲 線 の 交 点 Q*、 X*で 示 さ れ る と し ま す 。  

も し 、 X が 全 く 規 制 さ れ ず 、 生 産 者 が X の 削 減 に 特 段 努 力 す る 必 要 が な い 場 合 は ど う な る で し ょ

う か 。生 産 者 は 、削 減 の た め の コ ス ト を 負 担 す る 必 要 が な い た め 、供 給 曲 線 は 赤 点 線 の よ う に 下 方 に

シ フ ト し ま す （ 削 減 コ ス ト を 負 担 し な い 分 、 安 い 価 格 で 供 給 で き ま す ）。 そ の 結 果 、 需 要 と 供 給 の 均

衡 点 で あ る 生 産 量 Q+は 最 適 な 生 産 量 Q*よ り も 過 剰 と な り 、そ れ に 伴 う X+も 過 剰 に 排 出 さ れ る こ と に

な り ま す 。 こ れ が 「 コ モ ン ズ の 悲 劇 」 が 引 き 起 こ る 原 因 で す 。  

い わ ゆ る 環 境 経 済 学 の 分 野 で は 、こ う し た 外 部 不 経 済 を 是 正 す る 方 策 、す な わ ち 、生 産 者 の 削 減 努

力 を 促 す た め の イ ン セ ン テ ィ ブ の あ り 方 が 検 討 さ れ て き ま し た 。そ の 主 な も の が 、直 接 規 制 、環 境 税

（ 環 境 補 助 金 ）、 そ し て 排 出 量 取 引 で す 。  

 

２ ） 外 部 不 経 済 へ の 対 処 ① － 直 接 規 制  

直 接 規 制 は 、 法 的 ・ 統 制 的 手 段 に よ り 排 出 基 準 （ た と え ば Q* or X*） を 遵 守 さ せ 、 社 会 全 体 で 削

減 目 標 を 達 成 す る 方 法 で す 。こ の 方 法 は 、確 実 性 と 即 効 性 と い う 点 で 優 れ て い ま す 。し か し 、企 業 間 、

産 業 間 の 削 減 効 率 に 関 係 な く 一 律 の 削 減 量 を 課 す た め 、社 会 全 体 で 見 た と き に 無 駄 な コ ス ト を 掛 け て

し ま う 場 合 が あ り ま す 。 例 と し て 、 社 会 に 年 間 排 出 量 2t で そ の 削 減 費 用 が 1 円 /t の 企 業 （ A） と 、

年 間 排 出 量 が 2t で 削 減 費 用 が 2 円 /t の 企 業 （ B） が あ る と し ま す 。 も し 、 社 会 全 体 で 年 間 ２ t 削 減

を 目 標 と す る 場 合 、直 接 規 制 で は A、B と も に 1t/年 ず つ 削 減 す る こ と に な り ま す 。A が B の 分 も ま

と め て 2t 削 減 す れ ば 2 円 の コ ス ト 負 担 で 済 み ま す が 、 直 接 規 制 で は A 企 業 1 円 、 B 企 業 2 円 を 負

担 す る た め 、 社 会 全 体 で は 無 駄 に 3 円 の コ ス ト を 掛 け て 削 減 す る こ と に な り ま す 。  

 

３ ） 外 部 不 経 済 へ の 対 処 ② － 環 境 税 （ 環 境 補 助 金 ）  

直 接 規 制 の 社 会 的 非 効 率 性 を 回 避 す る 方 策 の ひ と つ と し て 、環 境 税（ 環 境 補 助 金 ）が あ り ま す 。環

境 税 は 、 単 位 排 出 量 に 対 し て 課 税 す る こ と で イ ン セ ン テ ィ ブ を 与 え る 方 策 で す 。 先 の 例 で 、 1t の 排

出 に つ き 1 円 の 環 境 税 を 課 税 し た と し ま す 。 す る と 、 B は ４ 円 掛 け て 削 減 す る よ り も 、 2t 排 出 し て

2 円 の 税 金 を 支 払 っ た 方 が 得 で す 。一 方 、A は 2 円 の コ ス ト を 負 担 し て 2t を 削 減 す る こ と に な り ま

す 。結 果 的 に 、社 会 全 体 で は 最 も 低 い コ ス ト 2 円 で 目 標 の 2t を 削 減 で き る こ と に な り ま す（ 補 助 金

の 場 合 も 同 様 の 議 論 が 成 り 立 ち ま す ）。  

し か し 、環 境 税 に も デ メ リ ッ ト は あ り ま す 。そ れ は 、税 率 を 決 め る た め に 膨 大 な 行 政 コ ス ト が か か

る こ と で す 。削 減 目 標 を 確 実 に 達 成 す る た め に は 、社 会 に 存 在 す る す べ て の 企 業 の 削 減 コ ス ト を 把 握

し な け れ ば な り ま せ ん 。 例 え ば 、 先 の 例 で A と B の 削 減 コ ス ト が わ か ら ず 、 0.5 円 /t の 税 率 を 設 定

し た と し ま す 。す る と 、B だ け で な く A も 削 減 し な く な り 、社 会 の 目 標 が 達 成 さ れ な く な り ま す（ 逆

に 2.5 円 /t と し た 場 合 は 、B も 過 剰 な コ ス ト を 掛 け て 削 減 す る こ と に な り ま す ）。例 で は 2 つ の 企 業

の コ ス ト を 把 握 す る だ け で 済 み ま す が 、現 実 に は 膨 大 な 数 の 業 界 、企 業 の 削 減 コ ス ト を 把 握 し な け れ

ば な り ま せ ん 。ま た 、経 年 的 な 技 術 進 歩 を 考 慮 す る と 、そ れ ら コ ス ト を 逐 一 把 握 し て い く 必 要 が あ り

ま す 。  

 

４ ） 外 部 不 経 済 へ の 対 処 ③ － 排 出 量 取 引  

排 出 量 取 引 で は 、上 の ２ つ の 方 策 の 問 題 点 を 回 避 す る こ と が 可 能 で す 。排 出 量 取 引 は 、排 出 す る 行

為 に 権 利 を 与 え 、 そ の 権 利 を 市 場 で 取 引 す る 方 策 で す 。 言 う な れ ば 、 外 部 不 経 済 の 市 場 化 （ 内 部 化 ）

で す 。 例 え ば 、 社 会 全 体 で 2t 削 減 す る た め に A、 B と も に 1t の 排 出 枠 （ 削 減 目 標 ） が 割 り 当 て ら

れ た と し ま す 。 す る と 、 B は 自 ら 2 円 負 担 し て 1t 削 減 す る よ り も 、 A に 1 円 支 払 っ て 、 代 わ り に

1t 削 減 し て も ら う 方 が 得 で す 。 ま た 、 A は B の 分 と 合 わ せ て 2t 削 減 す る こ と に な り ま す の で 、 環



   

境 税 の 場 合 と 同 様 、最 小 の コ ス ト で 目 標 を 達 成 で き ま す 。さ ら に 、行 政 も 企 業 の 削 減 コ ス ト を 把 握 す

る 必 要 は な く 、 社 会 全 体 の 目 標 と 各 企 業 へ の 排 出 枠 を 割 り 当 て れ ば 、 厚 生 経 済 学 第 一 定 理 に 従 っ て 、

価 格 と 各 企 業 の 削 減 量 が 市 場 メ カ ニ ズ ム の も と で 最 適 に 調 整 さ れ る こ と に な り ま す 。  

た だ し 、排 出 量 取 引 も 万 能 で は あ り ま せ ん 。と く に 問 題 と な る の は 、各 企 業 の 排 出 枠 を い か に 設 定

す る か と い う 点 で す 。最 初 の 排 出 枠 を 如 何 様 に 配 分 し て も 、社 会 的 に は 効 率 的 な 排 出 量 取 引 が 行 わ れ

ま す （ 厚 生 経 済 学 の 第 二 基 本 定 理 ）。 し か し 、 各 企 業 に と っ て み れ ば 、 最 初 の 排 出 枠 割 り 当 て が そ の

後 の 経 営 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ し ま す 。農 業 に お い て も 、現 状 か ら の 削 減 量 を 評 価 す る の か（ ベ ー ス ラ

イ ン &ク レ ジ ッ ト ）、ま た は 、現 状 よ り も 低 い 基 準 を 設 定 す る か（ キ ャ ッ プ &ト レ ー ド ）は 重 要 な 問 題

で す 。こ の 点 は 、先 の 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム で も 議 論 さ れ ま し た 。そ の と き の 議 論 は 最 後 に ご 紹 介 し た い

と 思 い ま す 。  

 

 

１ ） 国 内 に お け る 排 出 量 取 引 制 度  

排 出 量 取 引 は 、 京 都 議 定 書 （ 1997 年 ） に お い て も 温 室 効 果 ガ ス （ GHG） 削 減 手 段 の ひ と つ と し

て 位 置 づ け ら れ ま し た 。こ れ を 受 け 、国 内 で は 、2005 年 環 境 省 に よ り 自 主 参 加 型 の 排 出 量 取 引 制 度

JVETS が 実 施 さ れ ま し た 。ま た 、2008 年 に は「 京 都 議 定 書 目 標 達 成 計 画 」の 改 定 に 伴 い 、内 閣 官

房 を 中 心 に 国 内 統 合 市 場 （ JVETS を 含 む ） の 試 行 的 実 施 が 始 ま り ま し た 。  

現 在 の 国 内 に お け る 排 出 取 引 制 度 を 整 理 す る と 表 の よ う に な り ま す 。  

国内の排出量取引と農業分野の取り組み 

表 国内における排出量取引制度 

  

国内統合市場 
④オフセット・クレジット

（J-VER）制度 ①試行排出量取引 

スキーム 
②JVETS ③国内クレジット 

所管省庁 内閣官房、経産省、環境省 環境省 経産省、環境省、農水省 環境省（林野庁） 

対象 エネルギー起源 CO2 エネルギー起源 CO2 エネルギー起源 CO2 温室効果ガス 

仕組み 

企業等が削減目標を設定し、その目標の超過達成分（排

出枠）や、国内クレジット、京都クレジットの取引を

活用しつつ、目標達成を行う仕組み 

A（大企業等）の技術・資金等の提供により、B（中小

企業等）が削減した二酸化炭素排出量を認証し、A の

クレジット（排出量）とする仕組み 

目的 企業の排出削減目標の達成 企業 CSR 

クレジット

の創出 

キャップ&トレード 

（削減目標の達成が義務） 

ベースライン&クレジット 

（現状からの削減努力を評価） 

目標 

排出総量目標は、企業又は

業 界 自 主 行 動 計 画 に 整 合

的なもの。①直近の実績、

② 自 主 行 動 計 画 目 標 の う

ち、高いほうに設定。 

基準年排出量（過去 3 年の

平均）－削減予測量（基準

年度排出量の十数%） 

※2011 年度は 15.2% 

プロジェクト（方法論）が、本制度の存在しない場合

に対して「追加的」な GHG 排出削減をもたらすこと。

事業者の 

資格 
自主行動計画を持つ企業 

自主行動計画を持たない

企業（2010 年より） 

自 主 行 動 計 画 を 持 つ 企 業

A と持たない企業 B 

特になし・単独 OK 

（他と重複しないこと）

認証機関 

運営事務局（内閣官房、経

産省、環境省） 

JVETS CA 委員会 

 

1.制度全般の検討 

2.計画書・報告書の承認

3.参加者の排出量の確定

4.第三者検証機関の監督

等

国 内 ク レ ジ ッ ト 認 証 委 員

会 

 

1.排出削減方法論の承認

2.排出削減事業の承認 

3.排出削減量の認証・管理 

4.審 査 機 関 及 び 審 査 員 の

登録・管理    等

J-VER 認証運営委員会 

 

1.方法論の策定 

2.プ ロ ジ ェ ク ト 登 録 の 決

定 

3.クレジットの認証・発行

等

審査機関 

所管部局（各業種所管の省

庁部局）。 

ただし、第三者の検証を経

ること（検証機関は、政府

が 認 め た 民 間 審 査 機 関

等。） 

民間審査機関 等 民間審査機関 等 ISO14064-2 に基づき 

ISO14065 で認定を受け

た 機 関 が 計 画 の 妥 当 性 確

認 と モ ニ タ リ ン グ 報 告 検

証を行う。 

注）自主行動計画とは、平成 20 年 3 月 28 日に閣議決定された京都議定書目標達成計画に基づき、日本経団連傘下の個別業種、又は日本

経団連に加盟していない個別業種が策定し、政府による評価・検証を受ける個別業種単位での二酸化炭素排出削減計画のこと。 



   

国 内 取 引 制 度 の 中 心 と な る 国 内 統 合 市 場 （ ① ～ ③ ） は エ ネ ル ギ ー 起 源 CO2 を 対 象 と し て い ま す 。

こ の う ち 、① 試 行 排 出 量 取 引 ス キ ー ム と ② JVETS は 、各 企 業 の 割 当 量 に 対 す る 超 過 達 成 分 を 取 引 す

る 仕 組 み（ キ ャ ッ プ &ト レ ー ド ）で 、① は 自 主 行 動 計 画 を 持 つ よ う な 大 企 業 間 で の 取 引 を 、② は 自 主

行 動 計 画 を 持 た な い 中 小 企 業 の 取 引 を 対 象 と し て い ま す 。一 方 、③ 国 内 ク レ ジ ッ ト は 大 企 業 の 技 術 ・

資 金 提 供 に よ り 中 小 企 業 が 現 状 よ り も 排 出 削 減 し た 分 を 、大 企 業 側 の ク レ ジ ッ ト と 認 め る 仕 組 み で す

（ ベ ー ス ラ イ ン &ク レ ジ ッ ト ）。 ま た 、 ④ J-VER は 国 内 統 合 市 場 に 合 わ せ て 環 境 省 が 始 め た 制 度 で 、

基 本 的 仕 組 み は 、 ③ 国 内 ク レ ジ ッ ト と 同 じ で す が 、 対 象 企 業 を と く に 限 定 し な い 、 さ ら に GHG も

CO2 に 限 定 し な い と い っ た 特 徴 が あ り ま す 。  

 

２ ） 農 業 の 排 出 量 取 引 に 対 す る 取 り 組 み と 課 題  

国 内 統 合 市 場 が エ ネ ル ギ ー 起 源 CO2 を 対 象 と し て い る こ と か ら 、 農 業 分 野 の 参 加 事 例 も 主 に エ ネ

ル ギ ー 消 費 型 の 施 設 園 芸 が 中 心 で 、事 業 規 模 が 小 さ い こ と か ら 、② JVETS や ③ 国 内 ク レ ジ ッ ト へ の

参 加 が ほ と ん ど で す 。  

一 方 、農 林 水 産 省 で は 、「 地 球 温 暖 化 対 策 総 合 戦 略 」（ 2007 年 ）を 策 定 し 、非 エ ネ ル ギ ー 起 源 GHG

削 減 も 視 野 に 入 れ た 温 暖 化 防 止 策 の 推 進 方 向 を 示 し め し て い ま す 。ま た 、2009 年 に は「 農 林 水 産 業

に お け る 排 出 量 取 引 の 国 内 統 合 市 場 の 試 行 的 実 施 等 推 進 検 討 会 」（ 以 下 、 推 進 検 討 会 ） を 設 置 し 、 非

エ ネ ル ギ ー 起 源 GHG を 対 象 と す る ④ J-VER へ の 参 加 推 進 が 検 討 さ れ て き ま し た 。そ の 検 討 過 程 で 、

農 業 、と く に 非 エ ネ ル ギ ー 起 源 GHG を 取 引 対 象 と す る 場 合 に 、以 下 の よ う な 課 題 が 浮 か び 上 が り ま

し た 。  

通 常 、排 出 量 取 引 で は 、第 三 者 に よ る 削 減 量 の 検 証・審 査 を 踏 ま え る 必 要 が あ り ま す 。農 業 は 経 営

規 模 が 零 細 で 、農 家 １ 戸 当 た り の 排 出 量 も 少 な い た め 、相 対 的 に 検 証・審 査 に 係 る コ ス ト が 増 大 す る

と い う 問 題 が あ り ま す 。こ れ に 関 し て は 、地 域 ぐ る み の 申 請 や そ れ を 取 り ま と め る 機 関 の 創 設 な ど を

検 討 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  

さ ら に 、重 要 な 問 題 点 と し て 、信 頼 性 の 高 い GHG 排 出 量 の 算 定 や モ ニ タ リ ン グ を 如 何 に 実 施 す る

か と い う 課 題 が あ り ま す 。 こ れ は 、 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム で も 触 れ ら れ た 点 で す 。  

エ ネ ル ギ ー 起 源 CO2 の 場 合 、 閉 鎖 さ れ た 環 境 （ 燃 焼 機 関 等 ） か ら 排 出 さ れ る た め 、 活 動 量 （ エ ネ

ル ギ ー 使 用 量 ）と そ の 排 出 係 数 に よ っ て 簡 易 に 算 定 可 能 で あ り 、か つ 、そ の 活 動 量 も 正 確 に モ ニ タ リ

ン グ す る こ と が 可 能 で す 。こ れ に 対 し 、例 え ば 農 地 土 壌 の GHG 貯 留・排 出 削 減 の よ う な 農 業 特 有 の

取 り 組 み を 扱 う 場 合 に は 、排 出 量 が 気 候 条 件 や 土 壌 条 件 等 の 影 響 を 大 き く 受 け る た め 排 出 係 数 の ば ら

つ き が 大 き く 、ま た 、実 測 す る に も 開 放 さ れ た 環 境 で あ る た め に 正 確 な モ ニ タ リ ン グ が 困 難 と な っ て

い ま す 。  

排 出 量 取 引 で は 、目 に 見 え な い GHG 削 減 量 を 産 業 の 垣 根 を 超 え て 取 引 し ま す 。そ の た め 、農 業 分

野 も 他 産 業 並 み の 精 度 で GHG 削 減 量 を 評 価 し な け れ ば な り ま せ ん 。今 後 、農 業 分 野 に お け る 排 出 量

取 引 参 加 を 推 進 す る に は 、高 精 度 で 、か つ 零 細 な 農 業 経 営 に も 適 用 可 能 な 算 定・モ ニ タ リ ン グ 手 法 の

確 立 が 求 め ら れ て い ま す 。  

 

 

 最 後 に 、 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム に お け る 報 告 ・ 議 論 の 論 点 を い く つ か ご 紹 介 し た い と 思 い ま す 。  

 

１ ） 動 き 始 め た 農 業 の 排 出 量 取 引  

1 日 目 の「 農 業 分 野 に お け る 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 取 引 に 関 す る 課 題 と 展 望 」で は 、ニ ュ ー ジ ー ラ ン

ド 、オ ラ ン ダ 、韓 国 の 排 出 量 取 引 に 関 す る 動 向 が 紹 介 さ れ ま し た 。経 済 や 温 室 効 果 ガ ス 排 出 源 に 占 め

国際シンポジウムに参加して 



   

る 農 業 の ウ ェ イ ト 、ま た 農 業 の 環 境 条 件 や 経 営 条 件 は そ れ ぞ れ の 国 に よ っ て 異 な り ま す が 、い ず れ の

国 も 農 業 の 排 出 量 取 引 に 向 け た 制 度 整 備 が 本 格 化 し つ つ あ り ま す 。ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド で は 、2015 年

の 農 業 の 排 出 量 取 引 義 務 的 参 加 を 目 標 に 、排 出 係 数 や 算 定 方 法 の 整 備 が 進 め ら れ て い ま す 。オ ラ ン ダ

で は 、園 芸 生 産 に お い て 排 出 量 取 引 に 関 わ る 法 整 備 が す す め ら れ 、2013 年 以 降 に は 本 格 的 な シ ス テ

ム を 導 入 す る 計 画 で す 。ま た 、韓 国 で も 、2013 年 の 排 出 量 取 引 制 度 実 施 に お い て 農 業 を 対 象 に 含 め

て お り 、農 業 サ イ ド も 排 出 量 取 引 を 長 期 的 に 農 業・農 村 の 収 入 源 と し て い く こ と を 位 置 付 け て い ま す 。 

過 去 に 各 国 の 農 業 政 策 が 、価 格 支 持 政 策 か ら 直 接 支 払 政 策 に 移 り 変 わ っ て き た よ う に 、今 後 、農 業

に お け る 排 出 量 取 引 も 国 際 的 ス タ ン ダ ー ド に な っ て い く も の と 思 わ れ ま す 。  

 

２ ） 温 暖 化 問 題 に お け る 農 業 の 三 側 面  

排 出 量 取 引 に お い て は 、最 初 の 排 出 枠 の 割 り 当 て が 問 題 に な る と 述 べ ま し た 。シ ン ポ ジ ウ ム で も そ

の 点 が 議 論 と な り 、パ ネ リ ス ト か ら 次 の よ う な ひ と つ の 見 解 が 提 示 さ れ ま し た 。そ れ は 、農 業 が 他 の

業 種 と は 異 な り 、① 排 出 源（ 加 害 者 ）で あ り 、② 吸 収 源（ 貢 献 者 ）で あ り 、③ さ ら に 温 暖 化 の 被 害 を

受 け る 産 業（ 被 害 者 ）で も あ る と い う 認 識 で す 。し た が っ て 、排 出 枠 の 公 平 性 を 議 論 す る 際 に は 、排

出 源 と し て の 側 面 だ け で な く 、他 の 性 格 も 十 分 考 慮 し な け れ ば な ら な い と い う こ と で す 。ま た 、農 業

の 多 面 的 機 能 の 維 持 な ど を 目 的 と す る 農 業 政 策（ 環 境 支 払 等 ）と の 整 合 性 も 考 慮 し な け れ ば な り ま せ

ん 。海 外 で は 、そ う し た 農 業 政 策 と の 関 係 か ら 、現 状 を 基 準 と す る オ フ セ ッ ト 制 度 な ど が 主 流 と な っ

て い ま す 。  

 

３ ） 適 応 は 意 思 決 定 で あ る  

「 適 応 は 意 思 決 定 で あ る 。」 こ れ は イ ギ リ ス の パ ネ リ ス ト が 強 調 し た 点 で 、 今 回 の シ ン ポ ジ ウ ム で

最 も 印 象 的 な キ ー ワ ー ド で し た 。こ こ で 言 う「 適 応 」と は 温 暖 化 適 応 策 の こ と を 指 し ま す が 、緩 和 策

に つ い て も 同 様 の こ と が 言 え る と 思 い ま す 。「 緩 和 は 意 思 決 定 で あ る 。」す な わ ち 、緩 和 策 を 実 施 す る

か ど う か は 、生 産 者 の 意 思 決 定 を 経 る と い う こ と で す 。温 暖 化 問 題 を 議 論 す る と き － と く に 我 々 、研

究 者 が 反 省 す べ き 点 か も し れ ま せ ん が － 理 想 論 の み を 語 り が ち で す 。し か し 、い く ら 理 想 を 説 き 、緩

和 技 術 を 開 発 し 、ま た 緩 和 に 対 す る ル ー ル づ く り を 行 っ た と し て も 、そ れ ら が 生 産 者 に 受 け 入 れ ら れ

な け れ ば 、決 し て 実 行 さ れ る こ と は あ り ま せ ん 。し た が っ て 、農 業 の 温 暖 化 対 策 を 進 め る に は 、生 産

者 と の 対 話 に 基 づ い て 、問 題 点 の 把 握 と そ れ に 基 づ く 適 切 な 解 決 方 法 の 提 示 を 繰 り 返 し な が ら 、漸 進

的 に 進 め て い か な け れ ば な り ま せ ん 。そ う い う 意 味 で 、農 業 の 温 暖 化 対 策 は 、生 産 者 、行 政 、技 術 者

が 連 携 し 、 共 に 創 り 上 げ て い く （ Co-Creation） 過 程 で あ る と い え ま す 。  

 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  

若 林  勝 史  北 海 道 農 業 研 究 セ ン タ ー 北 海 道 農 業 経 営 研 究 チ ー ム 主 任 研 究 員  
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本部会の取組をより身近に考えるきっかけとして、Ｔ部会長からのコラムを掲載いたします。今回は

前回好評であった（？）確率降雨年に続き「気候変動に伴う排水路計画の概念」をお届けします。 

 

 

 

これまでの雨量や洪水量の確率計算では、雨量や洪水量のデータが経年的に増減しないこと（定常性）

を前提とした計算手法を適用してきたが、地球温暖化に伴い降雨量は、経年的に増加することが推計さ

れており、これまでの確率計算は適用出来なくなる可能性が高い。図-１は網走管内津別町の年最大日

雨量のアメダスデータから、再現年数に応じた確率日雨量を岩井法により求めたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ期間は、青グラフが観測開始年（1924年）から1973年までの50年間、赤グラフが1924

年から 2008 年までの 85 年間、緑グラフが直近 30 年（1979～2008 年）のものである。グラフ

のとおり、近年の降雨量の増大を反映して、直近30年（緑）＞ 2008まで（赤）＞ 1973まで（青）

の順で確率日雨量が大きくなっている。 

次頁の表-１では、各データ期間の 1/10 確率日雨量が、異なるデータ期間では、どれくらいの確率

になるかを求めた。 

この表では、1/10確率日雨量は、1973年までのデータに基づくと78.4 ㎜、2008年までのデー

タに基づくと 87.8 ㎜（1973 までのデータ比 112％）、直近 30年間のデータに基づくと 102.3 ㎜

(130％)となる。 

ここで、1973年までの1/10確率日雨量78.4 ㎜は、2008年までのデータに基づくと1/6.8 年

確率、直近 30 年間のデータに基づくと 1/4.7 年確率と大幅に低下する。また、直近 30 年間のデー

タに基づく1/10確率日雨量102.3 ㎜は、2008年までのデータに基づくと1/18.4 年確率、1973

年までのデータに基づくと1/52年確率と確率年が大幅に大きくなる。 
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図-１ データ期間の違いによる確率日雨量の違い（津別アメダス）
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このように元々、1/10と非常に低い整備水準の農業用排水路は、近年の降雨量の増加によって、整

備水準が相対的に低下している地域が存在する。加えて、今後温暖化の加速化により集中豪雨が頻発、

強大化することが予想される中、洪水計算ではどのような対応をしていくべきだろうか。 

 

 

 

農業用排水路で用いている確率雨量は大雨資料の統計編によっているものが多いが、これは、出来る

だけ長い統計期間を得るため、過去の全てのデータを含めて統計処理されている。これは降雨量が定常

状態の場合は長い統計期間を用いることにより確率雨量の安定性は向上するが、近年のように降雨形態

の時系列的な変化が増加傾向の場合には、古いデータに影響されて直近の傾向が反映されにくいという

欠点がある。 

このため、大雨資料とここで用いた「直近30年間データ」に基づく確率雨量を比較し、総合的に確

率雨量を検討するのも一案かもしれない。 

 

表-２ 超過洪水発生時の流況及び影響 

流量

(m3/s) 

流速

(m/s) 
流          況 農地への影響 確率年

5.0 1.5 正常に流下可能 農地被害なし 1/10 

6.0 1.8 排水路装工断面を 10 ㎝越え。排水法面は浸食を受けない 農地被害なし 1/20 

7.0 2.1 排水路装工断面を 30 ㎝越え。急勾配カ所で排水法面浸食 農地被害なし 1/30 

8.0 2.4 排水路装工断面を 50 ㎝越え。ほとんどのカ所で排水法面浸食 一部で農地冠水 1/50 

9.0 2.7 排水路から越水。ほとんどのカ所で排水法面浸食。断面崩壊 低地で農地冠水 1/100

 

現在の整備水準を向上させて 1/10 確率以上の整備（例えば 1/30 確率）を行うことは、公共投資

が削減される中では難しい。このため表-2 のように、当面は超過洪水（ここでは、1/10 確率を越え

る洪水）が発生した場合、守るべき農地や排水路にどのような被害が発生するかをあらかじめシミュレ

ートし、地元関係機関・受益者に説明しておくことが必要と考える。 

 

 

 

前述のとおり、これまで農業用排水路では、1/10流量を流下させられるような断面設計は行ってき

たが、最大流下可能量のチェックは行われてこなかった。地球温暖化による集中豪雨、台風の強大化が

予測される中で、土地改良はこれまで以上に、気象災害への対応が求められることとなる。 

１／１０確率日雨量 

データ期間 

１９７３まで 

（７８．４㎜） 

２００８まで 

（８７．８㎜） 

直近３０年 

（１０２．３㎜）

１９７３までのデータ １／１０ １／２０．２ １／５２．４ 

２００８までのデータ １／６．８ １／１０ １／１８．４ 

直近３０年 １／４．７ １／６．３ １／１０ 

表-１ 異なるデータ期間に対応した確率年 
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