
 

C7気候・環境正義分科会の有志パネルによる 

重要鉱物調達にかかわる G7 及び G7 環境大臣会合への提言 

 

気候危機が差し迫ったものとなっている中、グローバルサウスに不当に大きなしわ寄せが来ていること

はすでに明らかになっています。今日、すでに漁民は異常気象のために漁に出られる機会が限られていま

す。それは子どもたちが教育の機会をあきらめ、家族を支えなければならない事態も生み出しています。

危機の影響は世代を超えていくのです。 

そして、この人災に最も責任があるのは G7諸国であるという事実から目を背けてはなりません。したが

って、G7 諸国はリーダーシップを発揮し、即座に行動し、地球規模の気候危機が悪化することを防がな

くてはならないのです。 

しかしながら、近年 G7諸国で進められている脱炭素政策の中には、甚大かつ不可逆的な環境・社会影響

が危惧されているものもあります。そしてこれらの負の影響もまたグローバルサウスに不当に負担を課

すものです。東南アジアにおける大規模ニッケル採掘や太平洋における深海採掘は、そうした影響の一例

にすぎません。自分たちの責任でさえない気候危機によって不当に影響を受けている人びとが、今度はそ

の脱炭素対策のために負担を強いられるという事態を私たちは容認できません。 

私たちはグローバルサウスとの国際連帯に基づく市民社会の一員として、G7首脳及び G7環境大臣に向け

て以下を提言します。 

 

１）「公正な移行」の定義に脱炭素技術の採用・促進によって引き起こされる負の環境・社会・人権影響

に対する十分な配慮を盛り込むこと 

 

２）SDGs の「誰も取り残さない」という約束に基づき、あらゆる脱炭素を目的としたインフラ及び開発

プロジェクトに際して「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意（FPIC）」の権利ならびにプ

ロジェクトを「拒否」する権利を含めて地域住民・先住民族やそのコミュニティの権利が保障されること 

 

３）気候危機が緊急性の高い問題であることを認めつつも、その対策として必要となる戦略上重要鉱物の

調達にあたっては下記の特別の配慮を行うこと 

・地域固有の生態系や絶滅危惧種への影響が見込まれる地域から調達された鉱物を使用しない

よう、拘束力のあるサプライチェーンデューディリジェンスの義務化を行うこと 

 

・国際自然保護連合（IUCN）決議 122（2021年 9月 22日採択）に従い、最低限深海採掘に対す

るモラトリアムを支持し、さらに禁止に向けた国際潮流を作ること 

 

本ステートメントに関するお問い合わせ： 

特定非営利活動法人 アジア太平洋資料センター（PARC） 

担当：田中 滋 

alter@parc-jp.org ／ 03-5209-3455 
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Statement on Critical Mineral Acquisition from concerned members of the 
Environmental Panel for the C7 Climate and Environmental Justice WG 

 

The Climate crisis is an imminent threat, and it is already more than clear that the Global South suffers a 

disproportionately larger impact. Today, fisherfolk already find it difficult to go out to sea due to extreme 

weather events. Children are then left without a choice but to discontinue their education in support of their 

family. The impacts are thus multigenerational. 

And we must not shy away from the fact that G7 countries are those that are most responsible for this 

manmade crisis. Therefore, it is imperative that G7 countries show leadership in immediately taking actions 

to prevent the climate crisis from exacerbating globally. 

However, there is also a growing concern that some of the decarbonization policies being pushed forward 

by G7 countries will cause dire and irreversible environmental and social impacts. And these impacts too 

are disproportionately affecting the Globa South. Large scale nickel mining in Southeast Asia and deep 

sea mining in the Pacific are just some examples of such impacts.  

We will not tolerate that those who are disproportionately affected by climate change, which is not even of 

their own doing, must now bare the brunt of the impacts of decarbonization. 

We, as civil society members coming together in solidarity with the Global South, propose the following 

policies to be considered by the G7 and its Environmental Ministerial Meeting. 

 

1) Ensure that the notion of “Just Transition” will include adequate environmental, social, and human rights 

considerations regarding the negative impacts emerging from the introduction/promotion of 

decarbonization technologies 

 

2) In accordance with the SDGs, and its promise to “leave no one left behind”, ensure the rights of 

indigenous and local communities including the rights to a “Free Prior and Informed Consent (FPIC)” and 

the rights to “reject” are protected in all infrastructure and development projects for the pursuit 

of decarbonization. 

 

3) Take special consideration regarding procurement of critical minerals necessary for the transition. 

 a) Implement binding supply chain due diligence mandates to prevent usage of minerals obtained 

unethically for example from habitats of endemic and endangered species, or by means which 

will cause irreparable harm 

 b) In accordance with the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Resolution 122 

(adopted September 22nd, 2021), support, at the minimum, a moratorium on deep sea mining, 

and ideally aim for a global ban 

 

Contact: 

Pacific Asia Resource Center (PARC) 

Shigeru Tanaka 

alter@parc-jp.org / +81-3-5209-3455 
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