
 

 

 

 

（５）検討会における取り組みの発表資料 

 



 
 

 

＜検討会における中部圏の課題に対応した取り組みの発表資料＞ 

 
〔第２回検討会〕 

○中部圏の地域⼒の持続的向上に向けて ････････････････････････ -1- 
     中部経済連合会 
 
 ○名古屋港におけるカーボンニュートラルポート（CNP）の取組･･･ -3- 
     中部地⽅整備局 
 
 
〔第３回検討会〕 
 ○⾃動⾞産業の⼤改⾰を⾒据えたサプライヤーに求められる 

今後の取組について 
     経済産業省 中部経済産業局 
                        ※本参考資料には掲載していません。 
   

○スタートアップ・エコシステムの形成に向けて ･･･････････････ -5- 
     名古屋市 

 
 
 

〔第６回検討会〕 
 ○伊那市版 ローカル GovTech の取組について  ･･･････････････ -9- 
     伊那市 

 



ACTION 2025
中期活動指針

中部圏の地域⼒の持続的向上に向けて
“つなぎ” “引き出し” “伸ばす”

資料１－１
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第１章 中部圏が⽬指す将来像

第２章 中期活動指針「ACTION2025」
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〔 求められる⽅向性 〕
⼈⼝減少への対応、東京⼀極集中の是正、
グローバル化の取り組み、国内外の地域間競争への対応

第１章 中部圏が⽬指す将来像

〔中部圏のアドバンテージ 〕
リニア開業、東海環状⻄回り、セントレア⼆本⽬滑⾛路
など、交通ネットワークのさらなる充実

中部圏が⽬指す将来像「⾼い地域⼒を誇る圏域」
（地域⼒︓活気に溢れ、⼈を惹き付ける⼒）
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⾼い地域⼒を誇る中部圏

⾼い付加価値を
⽣み出す産業が
成⻑し続ける

圏域

多様で才能豊かな
⼈財が活躍し、
国内外から⼈を
惹き付ける
圏域

連携のさらなる
活発化で持続的に

発展する
圏域

◆ＤＸ・イノベーション
◆地域経済活性化
◆カーボンニュートラル

◆各地域の魅⼒向上
◆広域交通ネットワーク
◆国⼟強靱化

◆リカレント教育
◆教育環境の充実
◆働き⽅改⾰
◆外国⼈財の受⼊環境

第１章 中部圏が⽬指す将来像
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⾼い地域⼒を発揮する都市や地域の姿

地域の核となる
都市

豊富な⾃然を
有する地域

中⼼都市
名古屋

◆産業クラスター形成
◆研究機関の呼び込み
◆地域の⼤学との連携

周辺地域との連携によって
企業や⼈の流れを呼び込む

◆観光・農林⽔産業の振興
◆交流・関係⼈⼝の増加
◆スマート技術の活⽤

付加価値を創出するととも
に交流・関係⼈⼝を増加

◆対流・交流のコア機能

⾸都圏や国外から企業や
⼈の流れを呼び込み、
中部圏広域に効果を波及

第１章 中部圏が⽬指す将来像
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・2021年からの５年間を、中部圏が国内だけでなくグロー
バルな競争に打ち勝つための「地域⼒」を⾼めていく第
⼀段階の期間と位置付け活動する。

第２章 中期活動指針「ACTION2025」

・中経連の役割は、産学官や地域間の連携などで、圏内各
地域のステークホルダーや地域資源を「つなぎ」、その
ポテンシャルを「引き出し・伸ばし」、地域⼒を⾼める
ことである。

・この役割を果たすことで、中部圏の地域⼒が⾼まるよう、
「付加価値の創造」、「⼈財の創造」、「魅⼒溢れる圏
域の創造」の３つの「創造」を柱とし、８つの指針に基
づき、活動を展開する。

－1－
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３つの創造と８つの指針
【指針①】コロナ禍で落ち込んだ経済の早期回復に取り組む
【指針②】⾼い付加価値を⽣み出す産業の創出・成⻑、ＤＸ

の加速に取り組む
【指針③】地域産業の⽣産性向上・イノベーションの活発化

を図り、地域経済の活性化に取り組む
【指針④】カーボンニュートラル社会の実現に向けた活動に

取り組む

【指針⑤】多様な能⼒を発揮できる⼈財の育成に取り組む
【指針⑥】働きやすく住みやすい環境の整備に取り組む

【指針⑦】広域的な視点による連携の推進、魅⼒と活⼒の
ある地域づくりに取り組む

【指針⑧】社会基盤の整備・維持による利便性向上と国⼟
強靱化に取り組む
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中期活動指針「ACTION2025」の全体像
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・会員・圏内各地域の声を踏まえた、国や⾃治体への提⾔・要請
・航空機産業のダメージの回復と、将来の世界的な航空機産業クラスター化
・国内観光・インバウンド双⽅の回復局⾯での需要取り込み

【指針①】
コロナ禍で落ち込んだ経済の早期回復に取り組む

【指針②】
⾼い付加価値を⽣み出す産業の創出・成⻑、ＤＸの加速に取り組む

・ものづくりの強みを活かしたデジタルをはじめとするソフトとハードが融合した
裾野の広い産業の創出、「ことづくり」の活発化

・ＤＸの加速
・ナゴヤ イノベーターズ ガレージの活動充実によるイノベーションの活発化、

スタートアップ企業の創出、「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」
の活動充実

付加価値の創造
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・圏内各地域および産学官の連携の活発化による地域産業の販路拡⼤や⽣産性向上
・各地域の特徴や強みを活かした魅⼒ある産業と雇⽤の場の創出などによる

地域産業・地域経済の活性化

【指針③】
地域産業の⽣産性向上・イノベーションの活発化を図り、
地域経済の活性化に取り組む

【指針④】
カーボンニュートラル社会の実現に向けた活動に取り組む

・「Ｓ＋３Ｅ」を前提にした再⽣可能エネルギーの普及拡⼤、安全性の確保を⼤前提
にした原⼦⼒発電所の再稼働、ローカルエネルギーシステムの構築推進

・利⽤サイドのグリーン化（電動化⾃動⾞の普及拡⼤、⽔素利⽤の促進など）をはじめ
需給両⾯での研究開発、新システム導⼊などの促進

・循環型経済社会（サーキュラーエコノミー）の形成推進

付加価値の創造
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・会員⼤学に会員企業から講師を派遣する「キャリア教育共創プログラム」
の⼀層の充実

・デジタルスキルの向上をはじめ、リカレント教育の推進

【指針⑤】
多様な能⼒を発揮できる⼈財の育成に取り組む

【指針⑥】
働きやすく住みやすい環境の整備に取り組む

・働き⽅改⾰の推進
（新しい雇⽤システムへの移⾏、テレワーク、⼆地域居住 等）

・⼥性、外国⼈財など、多様な⼈財が活躍できる、働きやすく住みやすい
環境の整備促進

⼈財の創造

11

・観光、デジタルスキルの向上など、広域で共通する課題の解決
・「中部圏戦略会議」(仮称)の設⽴などによる広域での産学官連携活動の強化
・地域の特徴を活かした特⾊ある産業づくり、魅⼒と活⼒のある地域づくりに向けた

圏内各地域間の連携推進
・東京⼀極集中の是正（魅⼒と活⼒のある地域づくり、中央省庁の地域への機能移管に

向けた広域⾏政機能の充実等）

【指針⑦】
広域的な視点による連携の推進、
魅⼒と活⼒のある地域づくりに取り組む

【指針⑧】
社会基盤の整備・維持による利便性向上と国⼟強靱化に取り組む

・リニア中央新幹線の開業および開業効果の最⼤限発揮に向けた準備、中部国際空港の
⼆本⽬滑⾛路の早期整備に向けた活動、広域交通ネットワークの整備・活⽤、港湾
機能の強化、インフラの計画的な維持・更新の実現

・南海トラフ地震、⾵⽔害などへのレジリエンス強化
・感染症対策も取り⼊れたＢＣＰ・ＢＣＭの普及・内容充実、国⼟強靱化税制の拡充

魅⼒溢れる圏域の創造

－2－



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

名古屋港における
カーボンニュートラルポート（CNP）の取組

令和３年７月

国土交通省 中部地方整備局

資料１－２

《グリーン成長戦略》

■2050年カーボンニュートラルに伴うグ
リーン成長戦略（R2.12.25）

★経産省を中心に、革新的イノベーションに関
わる重要分野について実行計画を策定（昨年
末の成長戦略会議に報告）

・「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策
＝グリーン成長戦略

・今後の産業として成長が期待され、2050年
カーボンニュートラルを目指す上で取組が不可
欠な14の重要分野において、目標、研究開発・
実証、制度整備等を盛り込んだ「実行計画」を
策定（うち、国交省関連分野は１２分野）

・高い目標にコミットする企業による長期にわた
る技術の開発・実証を２兆円の基金で支援

《地域脱炭素ロードマップ》

■国・地方脱炭素実現会議の設置
（R2.12.25)

★議長：官房長官、副議長：環境大臣、総
務大臣 (第１回：R２.12、第2回：R３.４)

★環境省を中心に、国・地方が協働する

地域脱炭素ロードマップを本年夏に策定
予定

・５年の集中期間に政策を総動員（①適用
可能な最新技術でできる重点対策を全
国で実施、②先行モデルケースづくり）

（参考）ゼロカーボンシティの拡大
・東京都、京都市、横浜市を始めとする

2391自治体が「2050年までにCO 排出実
質ゼロ」を表明（R3.5.28時点）

《関連計画等の見直し》

■地球温暖化対策計画の見直し
・中期：2030年度に2013年度比26%減
・長期：2050年までに80％減
★2021.11のCOP26に向け改定予定

■エネルギー基本計画の見直し
・2030年エネルギーミックスの実現
火力全体56％（77％）、原子力22～20％（6％）、
再エネ22～24％（17％） ※（2018年度）

★地球温暖化対策計画と併せ改定予定

■パリ協定長期成長戦略の見直し
・ビジネス主導の非連続なイノベーションを通じた
「環境と成長の好循環」の実現

★2050年カーボンニュートラルに伴い見直し

２０５０年カーボンニュートラルに向けた動き

■ 内閣総理大臣所信表明演説（令和２年10月26日）
2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す。

■ 内閣総理大臣施政方針演説（令和３年１月18日）
2050年カーボンニュートラルを宣言しました。もはや環境対策は経済の制約ではなく、社会経済を大きく変革し、投資を促し、生産
性を向上させ、産業構造の大転換と力強い成長を生み出す、その鍵となるもの。

ＣＯＰ２６までに、意欲的な２０３０年目標を表明し、各国との連携を深めながら、世界の脱炭素化を前進させます。

■ 日米首脳共同声明（令和３年４月16日）
日米両国は、双方が世界の気温上昇を摂氏１．５度までに制限する努力及び２０５０年温室効果ガス排出実質ゼロ目標と整合的

な形で、２０３０年までに確固たる気候行動を取ることにコミット した。

■ 地球温暖化対策推進本部（令和３年４月22日）
2050年目標と整合的で、野心的な目標として、2030年度に、温室効果ガスを2013年度から46％削減することを目指します。
さらに、50％の高みに向けて、挑戦を続けてまいります。このあと、気候サミットにおいて、国際社会へも表明をいたします。

出典：社会資本整備審議会・交通政策審議会環境部会・技術部会合同グリーン社会WG（第４回）資料抜粋 1

エネルギー関連産業

①洋上風力・太陽光・地熱産業
（次世代再生可能エネルギー）

②水素・燃料アンモニア産業

③次世代熱エネルギー産業

④原子力産業

家庭・オフィス関連産業

⑫住宅・建築物産業・
次世代電力マネジメント産業

⑬資源循環関連産業

⑭ライフサイクル関連産業

⑦船舶産業 ⑧物流・人流・土木インフラ産業

⑨食料・農林水産業 ⑩航空機産業

⑪カーボンリサイクル・マテリアル
産業

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（案）

○ 令和2年12月25日に開催された成長戦略会議において「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦
略」が公表され、今後の産業として成長が期待される重要分野として、14産業につき、「実行計画」が策定された。

○ 令和３年６月２日に開催された成長戦略会議において、新たなグリーン成長戦略（案）が示された。

重要分野の整理図

（８）物流・人流・土木インフラ産業

①カーボンニュートラルポートの形成

カーボンニュートラルを目指す上で不可欠な重要分野である水素は、発電、運輸、産業等幅広い分野における脱炭素化に貢献できるエネルギーで
あり、国際エネルギー機関（IEA）のレポート（2019 年）では、水素の利用拡大のため、工業集積港をクリーン水素の利用拡大の中枢にすることが掲げ
られている。
我が国の輸出入の99.6％を取り扱う物流拠点であり、かつ我が国のCO2排出量の約６割を占める産業の多くが立地する産業拠点である港湾におい

て、水素・燃料アンモニア等の大量かつ安定・安価な輸入や貯蔵・配送等を図るとともに、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や臨海部産業の集
積等を通じて、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラルポート（CNP）」を形成し、2050 年までの港湾におけるカーボンニュ
ートラル実現を目指す。

足下から2030年、
そして2050年にかけて成長分野は拡大

輸送・製造関連産業

⑤自動車・蓄電池産業 ⑥半導体・情報通信産業

（令和３年６月２日 成長戦略会議における経済産業大臣提出資料）
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国際サプライチェーンの拠点・エネルギー拠点となる港湾

⽕⼒発電所製油所 ⽯油化学コンビナート

【出典】数字で見る港湾2020

製油所、発電所、製鉄所、化学工業は主に港湾・臨海部に立地

製鉄所
※⾼炉を所有する製鉄所のみ記載

CO2排出量の約6割
を占める産業の多く
は、港湾・臨海部に
立地

CO2排出量（2019年確報値）

製油所・
発電所等
4.3億トン
（39.0%）

鉄鋼
1.3億トン
（12.1%）

化学⼯業
(⽯油⽯炭製品を含む)
0.6億トン（5.0%）

その他
4.9億トン
（43.8%）

【出典】国立環境研究所HP資料より、港湾局作成

計11.1億トン

航空
0.4％

総貿易量
約12億
トン

出典：港湾統計（2018年）
貿易統計（2018年）

総貿易量

海上
99.6％

日本の総貿易量
の99.6%は港湾
を経由

うち、事業用発電は約4.0億トン
【内訳（港湾局推計）】

石炭 約2.3億トン
ＬＮＧ 約1.4億トン
石油等 約0.3億トン
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〇 水素・燃料アンモニア等の大量・安定・安価な輸入や貯蔵等を可能とする受入環境の整備
〇 脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じ、カーボンニュートラルポートの形成を推進

カーボンニュートラルポート（CNP）の形成イメージ
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カーボンニュートラルポート（CNP）検討会（令和３年1月～３月開催）

港湾 構成員等

小名浜港

【民間事業者 25者】 IHI,いわき小名浜ｺﾝﾃﾅｻｰﾋﾞｽ,磐城通運,岩谷産業,小名浜海陸運送,小名浜製錬,小名浜石油,
小名浜東港ﾊﾞﾙｸﾀｰﾐﾅﾙ,小名浜埠頭,ｸﾚﾊ,堺化学工業,ｻﾐｯﾄ小名浜ｴｽﾊﾟﾜｰ,三洋海運,JERA,常磐共同火力,常和運送,
東電ﾌｭｴﾙ,東邦亜鉛,常磐港運,ﾄﾖﾀ自動車,根本通商,福島臨海鉄道,三菱ｹﾐｶﾙ,三菱重工業,三菱商事

【行政機関】 東北地方整備局､福島県､いわき市､福島復興局 等
【関係団体】 NEDO,いわき商工会議所,いわきﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾞﾚｰ推進機構,産業技術総合研究所 福島再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ研究所,

福島県産業振興ｾﾝﾀｰ ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｴｰｼﾞｪﾝｼｰふくしま,福島県生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業組合

横浜港・
川崎港

【民間事業者 16者】 旭化成,岩谷産業,ENEOS,JFEｽﾁｰﾙ,JERA,昭和電工,住友商事,千代田化工建設,電源開発,東亜石油,
東京ｶﾞｽ,日本郵船,三井E&Sﾏｼﾅﾘｰ,ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ,横浜川崎国際港湾,横浜港埠頭

【行政機関】 関東地方整備局,横浜市,川崎市 等
【関係団体】 神奈川港運協会,神奈川倉庫協会
【有識者】 横浜国立大学大学院 教授 光島 重徳

新潟港

【民間事業者 19者】 IHI,青木環境事業,ENEOS,ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｳｴｰﾊｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ,ｻﾄｳ食品,石油資源開発(JAPEX),全農ｻｲﾛ,東北電力,
新潟国際貿易ﾀｰﾐﾅﾙ,新潟石油共同備蓄,日本ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ,日本海曳船,日本海ｴﾙ･ｴﾇ･ｼﾞｰ,日本通運,富士運輸,
北越ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ,北陸ｶﾞｽ,三菱ｶﾞｽ化学,ﾘﾝｺｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

【行政機関】 北陸地方整備局,新潟県,新潟市,聖籠町,
新潟ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ拠点化･水素利活用促進協議会事務局(関東経済産業局) 等

【関係団体】 新潟県ﾄﾗｯｸ協会,新潟県商工会議所連合会

名古屋港

【民間事業者 17者】 出光興産,岩谷産業,JERA,住友商事,中部電力,長州産業,東邦ｶﾞｽ,ﾄﾖﾀ自動車,豊田自動織機,豊田通商,
日本ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ,日本製鉄,ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ,三井住友銀行,三菱ｹﾐｶﾙ,三菱UFJ銀行,名古屋四日市国際港湾

【行政機関】 中部地方整備局,愛知県､名古屋市､四日市市,名古屋港管理組合,四日市港管理組合 等
【関係団体】 中部経済連合会,東海倉庫協会,名古屋港運協会,名古屋商工会議所,愛知県ﾄﾗｯｸ協会

神戸港

【民間事業者 19者】 岩谷産業,大林組,川崎汽船,川崎重工業,関西電力,神戸製鋼所,ｼｪﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ,丸紅,三菱ﾊﾟﾜｰ,ENEOS,ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ,
上組,三菱ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄ,商船港運,三井E&Sﾏｼﾅﾘｰ,日本郵船,商船三井,井本商運,阪神国際港湾

【行政機関】 近畿地方整備局､神戸市 等
【関係団体】兵庫県倉庫協会,兵庫県冷蔵倉庫協会,兵庫県港運協会,神戸海運貨物取扱業組合,神戸旅客船協会,兵庫県ﾄﾗｯｸ協会
【学識経験者】 神戸大学大学院 教授 小池 淳司,ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ経営士 上村 多恵子

徳山
下松港

【民間事業者 4者】 出光興産,東ｿｰ,ﾄｸﾔﾏ,岩谷産業
【行政機関】 中国地方整備局,山口県,周南市 等
【関係団体】 中国地方港運協会,中国経済連合会
【学識経験者】 山口大学大学院 教授 榊原 弘之,山口大学大学院 教授 稲葉 和也 5
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名古屋港カーボンニュートラルポート（CNP）検討会

○ 国土交通省では、国際物流の結節点・産業拠点となる港湾において、水素、アンモニア等の次世代エネルギーの大量輸入や貯蔵、利
活用等を図るとともに、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じて温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボン
ニュートラルポート（CNP）」の形成に取り組むこととしている。

○ 中部地方においては、港湾管理者や地元自治体、民間事業者等の参画を得て、名古屋港カーボンニュートラルポート（CNP）検討会を
立ち上げ、水素等の需要や利活用方策等について検討を実施。

○ 令和３年４月、検討会の結果として、「名古屋港におけるカーボンニュートラルポート形成に向けて」を公表。今後は、民間企業等と連携
しながら、関係者で検討を行い、2021 年からのアクションプランを作成していく。

＜検討会の概要＞

■開催状況

第１回 令和３年 １月２７日

第２回 令和３年 ２月２４日

第３回 令和３年 ３月３０日

■検討結果

■構成員

出光興産株式会社 岩谷産業株式会社
株式会社ＪＥＲＡ 住友商事株式会社
中部電力株式会社 長州産業株式会社
東邦ガス株式会社 トヨタ自動車株式会社
株式会社豊田自動織機 豊田通商株式会社
日本エア・リキード合同会社 日本製鉄株式会社
パナソニック株式会社　 株式会社三井住友銀行
三菱ケミカル株式会社 株式会社三菱UFJ銀行
一般社団法人中部経済連合会 東海倉庫協会
名古屋港運協会 名古屋商工会議所
名古屋四日市国際港湾株式会社 国土交通省中部地方整備局（※）

名古屋港管理組合（※）
※事務局

■オブザーバー

国土交通省中部運輸局 愛知県

名古屋市 四日市市

四日市港管理組合 一般社団法人愛知県トラック協会

「名古屋港におけるカーボンニュートラルポート形成に向けて」より 6

名古屋港におけるCNP形成に向けた必要な基幹インフラと取組（イメージ）

名古屋港における水素需要ポテンシャル

・・・ 年間 ２３０万トン 程度
地理院地図（電⼦国⼟Web)https://maps.gsi.go.jp/より作成

水素の供給

製鉄所における水素利用

停泊中船舶への陸上電
力供給のCN化

CNP形成に向けた取組

必要な基幹インフラ

荷役機械等のFC化

パイプライン
（大規模な配送・
供給に対応）

集客施設等におけるCNエネルギー
（太陽光パネル等）の活用

発電所におけるゼロ
エミッション化

輸送車両（トラック等）のFC化

ヤード照明、
ターミナル管理

棟のCN化

水素等の受入・貯蔵・配送
拠点施設

出典： 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）

水素ステーション

定置型燃料電池

ｸﾞﾘｰﾝ
水素

工場における水素利用

7

【参考】 脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化（イメージ）

アマモ場

海洋は陸域と同等量の
CO2を吸収

※藻場や浅場等の海洋生態系により蓄積される炭素

ブルーカーボン（※）生態系の活用可能性の検討水素等の活用の検討

ＬＮＧバンカリング拠点の形成

セキュリティを確保した「非接触型」のデジタル物流システムの構築

伊勢湾・三河湾
エリア
(2020年10月～)

東京湾エリア
(2021年～)

LNG燃料船

ＬＮＧバンカリングのイメージ

洋上風力発電の導入・脱炭素化の推進（イメージ）

※洋上風力発電の余剰電力を
活用した水素生成も視野に検討陸上電力

供給設備

船舶

岸壁

接岸中の船舶への
電力供給（陸電）を、
化石燃料からカーボ
ンニュートラルな電力
に切り替える。

船舶への陸上電力供給の推進

港湾荷役機械等への燃料電池導入、カーボン
ニュートラルな電力の活用等に取り組む。

港湾・空間の高度化

港湾を経由した水素・アンモニア等の利活用（製造・輸送・貯蔵・利用等）（イメージ）

※企業による水素・アンモニア等の利活用の例

バイオマス燃料・
水素・アンモニア等
を製造 【海外】

海上輸送
我が国港湾にて荷揚げ・貯蔵

出典： 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）
配送 脱炭素化に取り組む

立地企業が利活用

港湾・物流の高度化

カーボンニュートラルの
実現に貢献

ローリー・パイプライン等

国内海上輸送ネットワークを活用した
脱炭素化の推進

洋上風力発電

余剰
電力

バイオ燃料等 水素

資源化

水素等
資源化

洋上風力発電

電力
系統へ

電力
系統へ

供給

余剰
電力

バイオマス燃料・
ＬＮＧ・水素等の輸入

フェリー・
ＲＯＲＯ

バイオ燃料等 水素

立地産業

物流施設（冷凍・
冷蔵倉庫） 等

世界的な脱炭素化への動きや政府方針等を踏まえ、我が国の輸出入の99.6%を取り扱い、CO2排出量の約６割を占める産業の
多くが立地する港湾において、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じて「カーボンニュートラルポート（CNP）」を形成し、
我が国全体の脱炭素社会の実現に貢献していく。

LNG燃料供給船

自立型水素等電源

8
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Startup Ecosystem

Global hub city

2

Central Japan Startup Ecosystem Consortium 

SDGs

Startup Ecosystem

What’s Global hub city ?

3

Central Japan
Startup Ecosystem Consortium

4

Universities

Industry
Local

Government
Startups

The division of Roles

Aichi-Nagoya Startup 
Ecosystem Consortium

5

Important

4 Concept

1

2

3
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NAGOYA
INNOVATOR’S GARAGE

7

NAGONO CAMPUS

8

20 promising startups have been selected as J-Startup CENTRAL

J-Startup CENTRAL

9

Startup support program by Nagoya City

6 Category

10

STEP 1 STEP 2 STEP 3

NAGOYA Movement

11

STEP 2  (~2020) STEP 3  (2021~)

61

12
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HATCH
TECHNOLOGY
NAGOYA

14

Singular Perturbations

HATCH
TECHNOLOGY
NAGOYA

×

Startup tech × Social issue 

15

NTT Sportict

HATCH
TECHNOLOGY
NAGOYA

×

Startup tech × Demonstration field

16

senior high school studentjunior high school studentelementary school student

Entrepreneurship education

17

NAGOYA BOOST 10000
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