
緊急性を増すSDGs達成への行動
～ＳＤＧｓハーフタイムからの戦略～
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SDGsを巡る現状
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•持続可能な開
発に関するグ
ローバルレポー
トの公表（１５人
の独立科学者）

•折り返し点で
15％の達成度

• 5/36
• コロナ禍、気候
危機、戦争の影
響が大きい

https://sdgs.un.org/gsdr/gsdr2023
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必要な資金

投資の1.1％を
振り分ける必要
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• 日本のSDGs認知度は最高レベル
• 日本においてSDGsの内容を知っている割合は最低レベル

公益財団法人旭硝子財団「生活者の環境危機意識調査」（日本と海外24か国で実施、2022年）

電通第6回「SDGsに関する生活者調査」（2022年2月実施）朝日新聞第8回認知度調査より（2023年2月実施）

5



Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2019, 2020): Sustainable Development Report 2019, 
2020. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

2019
15位

2020
17位
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日本の弱みは社会・環境のサステナビリティと経済の統合

2021
18位

2022
19位

2023
21位



日本への注目
• 90％を超える最高の認知度（でも行動は…？）
•科学誌Natureの特集号

https://www.nature.com/collections/hajefefjeb 7



本年末実施指針改
定へ向けた円卓会
議からの提言（2023
年3月17日総理大臣に
提出）

1. 基本法制定と日本の目指すターゲット設定で、自主性に頼る
SDGsから、「サステナビリティは待ったなし」と危機感を持った対応
へ・・・日本に存在する潜在的な「取り組みたい」の顕在化へ
 着実な予算化（国・自治体・企業レベル：内閣府あるいは内閣官房に事務局を）
による変革の「加速」

2. サステナビリティの動きの加速化で、この先に続く国際競争力強化
へ：SDGsの本質は成長戦略と国際標準化競争

3. ポスト2030目標検討の主導
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SDGs達成に必要なのはトランスフォーメーション【変革】

Global Sustainable Development Reportで提示する「Sカーブ」モデル

Emergence Acceleration Stabilization

Dominant
unsustainable

pathway

Emerging
sustainable

pathway

BreakdownDestabilization Phase out

Levers

Impediments

Impediments

Levers

Tipping 
point

活動を広げる

「SDGs推進」
を認めることで
潜在的な

「SDGsに取り
組みたい」を支
援。行動の可
視化・支援を
可能にし、社
会的ムーブメ
ントを醸成

萌芽期 加速期 安定期

SDGs達成へ
向けた経路

持続可能でない
経路

不安定化 減退 廃止

Independent Group of Scientists (IGS) 2023 Sep (tbc), Global Sustainable Development Report 2023, United Nations
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変革の加速へむけて
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まず測る、そして開示する
SDGグローバル指標の各国の公表状況
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英国及びドイツは、国連から示される算出方法どおり
に算出しているものがある一方で、指標の解釈をそれ
ぞれの国の文脈に当てはめ、代替するデータを活用す
ることで、公表済みとしているものが多くある。

【例︓指標17.13.1（マクロ経済ダッシュボード）】

英国 ドイツ 日本 カナダ イタリア 米国

※  総務省が各国ホームページで公表されている指標数を確認
※  各国の公表率は2022年7月時点のもの
※  フランスは2018年から自国ホームページでグローバル指標の公表を取りやめ

＜G7︓SDGグローバル指標の公表状況＞

本指標は商品貿易額、経
常収支といった24の経済
指標群で構成されている
が、我が国では下位指標
一つ一つについてデータ
を保有する府省を特定す
るなど公表に向けて緻密
な調整を実施

＜英国＞ ＜ドイツ＞

本指標の作成方法等は整理
せず、既存の経済指標が掲
載されているサイトのリン
クを掲載することで公表済
みとしている。

我が国と同様、指標の算出
方法等を整理しているが、
その内容はグローバルメタ
データの下位指標と必ずし
も一致していない。

https://sdgdata.gov.uk/ http://sdg-indikatoren.de/en/
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総務省政策統括官（統計制度担当）付国際統計管理官室（令和５年３月22日）11
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ゴール 地域SDGs達成度指標 方向 都道
府県

市区
町村

SDG 1.
貧困

相対的貧困率 G２、G10の指標にも使用 -
生活保護受給世帯率 -
人口10万人当たりホームレス数 -

SDG 2.
食料と
農業

人口10万人当たり栄養失調による死亡者数 - X
栄養状態が不良な子どもの割合 -
人口1人当たり農業・漁業産出額 +
食料自給率（カロリーベース） + X

SDG 3.
健康

新生児死亡率 -
人口千人当たり若年死亡者数 -
人口10万人当たり自殺者数 - X
健康寿命 + X
人口１万人当たり交通事故による死亡者数 -

SDG 4.
教育

保育園・幼稚園待機児童率 -
中学校卒業者の進学率 +
大学等進学におけるジェンダーパリティ指数 N
学力調査の平均正答率 + X

SDG 5.
ジェンダー

女性千人当たり性犯罪の認知件数 -
家事従事者に関するジェンダーパリティ指数
G10の指標にも使用 N

管理的職業のジェンダーパリティ指数 N
SDG 6.
水資源

上水道普及率 G１、G11の指標にも使用 +
汚水処理人口普及率 +
人口１人当たり水使用量（取水量ベース） - X

SDG 7.
エネルギー

電気を受電可能な人口比率 +
人口１人当たり再生可能エネルギー導入容量 +
最終エネルギー消費量当たり総生産 +

SDG 8.
雇用

人口１人当たり市内総生産の伸び率 +
失業率 -
就労･就学･職業訓練を行っていない15-24歳人口
割合 -

ゴール 地域SDGs達成度指標 方向 都道
府県

市区
町村

SDG 9.
産業と
革新

従業者１人当たり製造品付加価値額 +
付加価値額百万円当たりCO2排出量 G８
の指標にも使用 -

人口10万人当たり特許出願数 +
SDG 10.
不平等の
削減

世帯所得300万円未満の世帯の割合の減少数 +
労働分配率 +
外国人労働者の失業率 G８の指標にも使
用 -

SDG 11.
持続可能な
都市

最低居住水準未満の住宅に住む世帯の割合 -
公共交通カバー率 +
SPM濃度 -

SDG 12.
責任ある
消費

県内総生産当たり事業系ごみの排出量 -
有害廃棄物の処理率 +
リサイクル率 +

SDG 13.
気候変動
対策

人口10万人当たり水災害危険地域の居住者
数 -

人口10万人当たり熱中症搬送者数 - X
人口１人当たりCO2排出量 -

SDG 14.
海洋
生態系

河川BOD G６の指標にも使用 -
漁獲物・収獲物の販売金額変化率 +
人口10万人当たり漁業関連法令違反検挙件
数 -

SDG 15.
陸域
生態系

森林面積の純変化率 +
人口10万人あたり動植物密猟･違法取引件
数 -

確認された外来生物種数 -
SDG 16.
平和

人口10万人当たり殺人事件の認知件数 -
小学生千人当たり児童虐待相談件数 -
選挙投票率 +

SDG 17.
パートナー
シップ

財政力指数 G10の指標にも使用 +
インターネット普及率（4G・5G人口普及
率） +

SDGs認知度 G４、G12の指標にも使用 +
人口1０万人当たり姉妹都市数 +

進捗を測る：SDGsモニタリングツール（２）地域のSDGs達成度評価
⇒カスタマイズ／ローカル化 56指標一覧

国際連合地域開発センター（UNCRD）
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SDGs Today Japanによるデータ収集

 GIS（地理情報システム）を活用した SDGs の進捗把握と
SDGs に関わる活動（優良事例）を紹介するSDGsに関する総合ポータルサイト

 現状の把握：GIS による SDGs の達成状況の可視化

SDGs の達成度について、世界における日本の状況、日本 
における自治体の状況などを確認
➡日本や自治体の SDGs の進捗の実態把握に役立てて頂く

 Storytelling：SDGs への取り組み

 SDGs に関連するさまざまな取り組みを紹介（優良事例）
 

➡みんなはどのような取組みを行っているのか、ご自身
の 
          SDGs 活動の参考にして頂く

https://portal-sdgstodayjapan.hub.arcgis.com/
13



1. マネジメントでの共通言語
• 企業内対話・業界を超えた理解・コラボレーションの機会
• 国際展開

2. 中長期経営計画への反映
• バックキャストによるイノベーション創出
• 長期的展開の先取り＝ビジネスチャンスの獲得
• 中期を見越した経営（例：2017年SDG14→2019にかけた脱プラ）

3. リスクへの対応
• マネジメントリスク・レピュテーションリスク（児童労働、働き方など）

4. システムとしての総合的視点からの課題解決＝ビジネスチャンスの実装
• 17目標、169ターゲットから総合的に「次のチャンス」を抽出

5. ESG投資対応
• ESG投資家の目線にはSDGsへの企業の対応

6. 基準の標準化
7. 採用／ブランディング・企業イメージ向上

「ルールがない」「自主的取り組み」であることの意味

差がつきやすい
差をいかに効果的に測り、提示し、改善していくか

14

事業を通じた対応

目標から始める取り組み

来し方行く末を考える

測ることで変える
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売上25％程度 50％程度 75％程度 95～105％ 105％超

SDGsへの取組みが低い事業者（計181社）

SDGsへの取組みが高い事業者（計192社）

売上回復度合い（対2019年比）

事
業
所
数
構
成
比

SDGsと経営課題 SDGsへの意識とコロナ禍前からの売上回復度合い

下記のグラフは、SDGsへの意識が高い先と低い先の、コロナ禍前からの売上回復度合いの分布を見た
ものである。

 SDGsへの意識が高い事業者の方が低い事業者に比べ、コロナ禍前と比較した売上が95％以上となっ
ている先の構成比が高く、分布の山が全体的に右側に寄っている。

19

SDGsと売上（対2019年比）の関係

資料：（公財）地方経済総合研究所「2022年 事業者アンケート調査」,2022年5月
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弱い    コロナ禍対応への結びつき    強い

SDGsと経営課題 SDGsへの意識とコロナ禍への対応

同様のグルーピングにて、「SDGsへの対応がコロナ禍への対応に結びついたか」を尋ねた。
 SDGsへの意識が高い事業者は、「多少結びついた」「非常に結びついた」合計で約5割となる一方、低
い事業者は「あまり結びつかなかった」「全く結びつかなかった」合計で98.7％となり、ほぼ全先を占めた。

20

SDGsへの対応がコロナ禍への対応に結びついたか

資料：（公財）地方経済総合研究所「2022年 事業者アンケート調査」,2022年5月



©Japan Airlines、 ALL rights reserved.

変革へ向けたチャレンジ：JAL2030便の例

●省燃費機材A350での運航
●SAFの搭載
●カーボンオフセットプログラムの提供
●運航の工夫・運航時間の延伸など

により、本邦初のCO2排出量実質ゼロフライトを実現。
2030年、その先を見据えた未来のフライトを
一足先にご体験いただけます！

本邦初！CO2排出量実質ゼロフライト 限られた資源の有効利用

●整備士考案「廃材で作られたTAGをプレゼント
●紙カップの完全リサイクル化
●機内でご提供するアイテム(新規石油由来プラ
容器・包材)の紙化やバイオマス化

をあらゆる場面で活用。
資源の有効利用を１つでも多く実現します！

サステナブルな未来の機内食
  ●SDGs～未来の食材50からの一皿～として水の

消費やからだに配慮されたメニュー
●環境負荷が低く、植物性原材料の大豆ミートや
栄養価にすぐれた「スピルリナ」を練り込んだバンズ

を
使ったハンバーガー

その他の食材、飲料も環境負荷低減や人権に配慮したもの
をご用意！

D&Iの推進
障がいのある社員の才能や能力を活かした新たな活躍領
域の拡大として、機内アナウンスやトーク内容の手話通訳
をフライト内で実施します！

地域活性化
●沖縄の文化・自然・未来につながるツアーの提供
●宮古島とコラボして製造したタンブラーをプレゼント
●宿泊先ホテルでのサステナブルな取り組みを体感
により、沖縄の皆さんと一緒に地域社会の活性化に貢献します！

F
cls
J/
Yc
ls

首里城ぐるっとツアー やんばるの森ネイチャー
ガイドツアー

宮古島のサトウキビの
搾りかすから製造

2
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累計
ＳＤＧｓ未来都市 182都市（183自治体）
自治体ＳＤＧｓモデル事業 60都市
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2018年選定（全29都市）

都道府県 選定都市名

北海道

★北海道

札幌市

ニセコ町

下川町

宮城県 東松島市

秋田県 仙北市

山形県 飯豊町

茨城県 つくば市

神奈川県

★神奈川県

横浜市

鎌倉市

富山県 富山市

石川県
珠洲市

白山市

長野県 ★長野県

静岡県
静岡市

浜松市

愛知県 豊田市

三重県 志摩市

大阪府 堺市

奈良県 十津川村

岡山県
岡山市

真庭市

広島県 ★広島県

山口県 宇部市

徳島県 上勝町

福岡県 北九州市

長崎県 壱岐市

熊本県 小国町

2019年選定（全31都市）

都道府県 選定都市名

岩手県 陸前高田市

福島県 郡山市

栃木県 宇都宮市

群馬県 みなかみ町

埼玉県 さいたま市

東京都 日野市

神奈川県
川崎市

小田原市

新潟県 見附市

富山県
★富山県

南砺市

石川県 小松市

福井県 鯖江市

愛知県

★愛知県

名古屋市

豊橋市

滋賀県 ★滋賀県

京都府 舞鶴市

奈良県

生駒市

三郷町

広陵町

和歌山県 和歌山市

鳥取県
智頭町

日南町

岡山県 西粟倉村

福岡県
大牟田市

福津市

熊本県 熊本市

鹿児島県
大崎町

徳之島町

沖縄県 恩納村

2020年選定（全33都市）

都道府県 選定都市名

岩手県 岩手町

宮城県
仙台市

石巻市

山形県 鶴岡市

埼玉県 春日部市

東京都 豊島区

神奈川県 相模原市

石川県

金沢市

加賀市

能美市

長野県 大町市

岐阜県 ★岐阜県

静岡県
富士市

掛川市

愛知県 岡崎市

三重県
★三重県

いなべ市

滋賀県 湖南市

京都府 亀岡市

大阪府

★大阪府・大阪市

豊中市

富田林市

兵庫県 明石市

岡山県 倉敷市

広島県 東広島市

香川県 三豊市

愛媛県 松山市

高知県 土佐町

福岡県 宗像市

長崎県 対馬市

熊本県 水俣市

鹿児島県 鹿児島市

沖縄県 石垣市

2021年選定（全31都市）

都道府県 選定都市名

北海道 上士幌町

岩手県 一関市

山形県 米沢市

福島県 福島市

茨城県 境町

群馬県 ★群馬県

埼玉県 ★埼玉県

千葉県 市原市

東京都
墨田区

江戸川区

神奈川県 松田町

新潟県 妙高市

福井県 ★福井県

長野県
長野市

伊那市

岐阜県

岐阜市

高山市

美濃加茂市

静岡県 富士宮市

愛知県
小牧市

知立市

京都府
京都市

京丹後市

大阪府 能勢町

兵庫県
姫路市

西脇市

鳥取県 鳥取市

愛媛県 西条市

熊本県
菊池市

山都町

沖縄県 ★沖縄県

2022年選定（全30都市）

都道府県 選定都市名

宮城県 大崎市

秋田県 大仙市

山形県 長井市

埼玉県
戸田市

入間市

千葉県 松戸市

東京都
板橋区

足立区

新潟県

★新潟県

新潟市

佐渡市

石川県 輪島市

長野県
上田市

根羽村

岐阜県 恵那市

静岡県 御殿場市

愛知県 安城市

大阪府 阪南市

兵庫県
加西市

多可町

和歌山県 田辺市

鳥取県 ★鳥取県

徳島県
徳島市

美波町

愛媛県 新居浜市

福岡県 直方市

熊本県

八代市

上天草市

南阿蘇村

鹿児島県 薩摩川内市

※各年度都道府県・市区町村コード順
※黄色網掛けは「自治体SDGsモデル事業」選定自治体
（新潟県佐渡市の「自治体SDGsモデル事業」選定は2023年度）
※★はSDGs未来都市のうち都道府県

2023年選定（全28都市）

都道府県 選定都市名

青森県 弘前市
群馬県 桐生市

埼玉県
鴻巣市

深谷市
千葉県 木更津市

東京都
大田区

東村山市
富山県 氷見市

石川県
七尾市

野々市市
福井県 大野市
山梨県 ★山梨県
長野県 松本市
京都府 宮津市

兵庫県

★兵庫県

加古川市

三木市

三田市
鳥取県 八頭町
島根県 松江市
岡山県 備前市
広島県 福山市
愛媛県 四国中央市
福岡県 糸島市
佐賀県 鹿島市
宮崎県 延岡市

鹿児島県
出水市

奄美市

ＳＤＧｓ未来都市等選定都市一覧 別紙4
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地方創生ＳＤＧｓ金融フレームワーク

政府

提案登録・認定

地域金融機関
投融資

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

機関投資家、
大手銀行、証券等

投融資、
働きかけ

表彰等

フェーズ１ 地域事業者のＳＤＧｓ
達成に向けた取組の見える化
• 「登録/認定制度」を構築し、地域事

業者のSDGs達成に向けた取組を見え
る化

• 登録/認定制度を通じて幅広い地域
事業者の参画を促し、SDGs達成に取
り組む主体のすそ野を拡大

フェーズ２ ＳＤＧｓを通じた地域
金融機関と地域事業者の連携促進
• 地域金融機関が、与信先企業に対し

てモニタリング、フォローアップを実施する
ことで育成・成長に貢献

• モニタリングを通じて得られた知見を自ら
の目利き力やコンサルティング能力等の
強化に活かす

フェーズ３ ＳＤＧｓを通じた地域
金融機関等と機関投資家・大手銀
行・証券会社等の連携促進
• フェーズ２の実践を通じて優れた取組を

行った地域金融機関を政府が表彰す
る制度を創設

• 機関投資家等と地域金融機関の協
調・協業を推進

官民連携

地域事業者等地方公共団体
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② 宣言・登録・認証で広げる：地方創生の例

各登録・認証団体(地方公共団体/民間団体)は、評価基準・評価手法に基づきレベル「宣言」・「登録」・「認証」
の三段階に分かれる(名称は仮)

各レベル設定の
目的

宣言
登録

認証

既にSDGsへ取り組んでいる地域事業
者の勧奨

SDGsへ取り組んでいる、または今後
取り組もうとしている地域事業者の勧奨

金融機関等による、認証を受けた地
域 事業者への支援機会の拡大

SDGsに沿った活動を行っている SDGsに沿った活動の成果を定量的に
測定し開示している。結果を踏まえ翌年
以降の取り組みに反映している

HP等を通じ取り組みを社内外へ発信し 地方公共団体/民間団体と連携して地
ている 域への普及活動に取り組んでいる

申請内容の適格性を確認。更新が
必要

(審査なし) 申請内容を事実に基づき審査。更新
に は定量的な活動実績と改善案が必
要 (認証取り消しもあり)

活動の定性的な目標が定められている活動への意思表示がされている(申請と
同義)

SDGsへの
取り組み

SDGsの
普及活動

SDGsの理解
と活動への
意思表示

前提条件
反社会的勢力との関わりがない。地方税の滞納
がない

評価手法

環境・経済・社会それぞれに対し複数の
定量的な目標(KPI)が定められている

評
価
基
準

宣言・登録に関してはすでに取り組んでいる地方公共団体/民間団体あり

24第4回地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会有識者会議資料より（2020年8月24日）



関東経済産業局／長野県のモデル：登録・認定制度

環境

経済 社会

SDGs企業としてのフィロソフィー
や実績

 「SDGsに向かっている」ことを示す最低限の実績
をチェック

 認証制度でこれらを代替できる可能性もある

SDGs企業としての実績

 目標にコミットしているか？【１】
 経済・社会・環境面で（あるいはそれらを統

合した）目標があるか？【２】
 「コミット」をどう測るか？制度設計で

測る？
 目標進捗を測っているか？【３】

 進捗が芳しくない場合どうするか？

SDGs企業たる企業活動の基準SDGs推進企業を認定する

ex. 印刷中小企業者が、FSC森林認証紙やノンVOCインキ（石油系溶剤0％）を使用した環境印刷に取り組むとともに、「4か国語版お薬手帳」等の
SDGsを意識した新製品開発も実施。さらには、非正規労働者から正規労働者への登用制度を設け、従業員が活躍できる職場環境を整備
（職場いきいきアドバンスカンパニー制度認証取得で代替可）している。

＜認定企業イメージ＞

S
D
G
S
企
業
た
る
企
業
活
動
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SDGs先進モデルの創造と基準づくり
http://xsdg.jp/

xSDGコンソーシアム：SDGsを本気で推進する企業や自治体のコンソーシアム
• 共同研究：優良事例創出
• 分科会による諸問題検討

 未来財務情報xSDG分科会：非財務情報とSDGsとの関係を検討
 法とSDGs分科会：SDGs実現における法の役割、法律や契約との関係に
おけるSDGs、などを検討

• お悩み相談・マッチング
• 勉強会

Vision Sharing Partners（20社、6自治体）

http://xsdg.jp/


目指すSDGs認証制度

目的
（まずは）中小企業をメインターゲットに、
「SDGs達成に向けた行動＝サステナブルな企業行動」
が如何なるものかを周知・定着すること

留意点
• いわゆる「SDGsウォッシュ」を防ぎながら、難しくなりすぎない程度に認証制
度を構築

• 既存の自治体SDGs認証制度との連携を見据えつつ、標準的な認証制
度を確立

• 関係省庁（オブザーバー）の意見を積極的に取り込み、政策との整合性
ある制度構築を行いつつ、パートナーシップによる制度を実現
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2030年以降も続く目標への取り組み
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