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項の規定による環境の保全の見地からの意見は別紙のとおりです。 
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別紙 

１．全般的事項 

（１）計画段階配慮事項についての検討は、早期段階での重大な環境影響の回避につながり、

柔軟な措置の実施を可能とするものとして大きな意義を持つと同時に、この段階での調

査、予測及び評価には比較的簡易な手法が用いられることから、必ずしも良好な予測精

度が確保されているものではない。このため、今後実施する予測の結果を環境保全措置

の検討に十分に反映させ、採用することとした発電設備等の構造についての基礎的諸元

についても必要に応じて見直しを行い、大気環境保全について適正に配慮された事業内

容となるよう取り組むこと。 

（２）既存設備の撤去工事については、環境省の「火力発電所リプレースに係る環境影響評

価手法の合理化に関するガイドライン」において環境影響評価の対象としないことが可

能であるとされている場合であっても、大気質、騒音及び廃棄物等に係る環境影響を回

避又は極力低減すること。また、景観等への影響の観点から、無用となった設備を長期

間存置しないように努めるとともに、存置する間の維持管理を適切に行うこと。 

 

２．大気質 

（１）対象事業実施区域の周辺地域における大気環境の状況を踏まえ、大気環境に係る調査、

予測及び評価を適切に実施し、大気環境への影響を回避又は極力低減することに万全を

期すること。その際、今後実施する予測の結果を環境保全措置の検討に十分に反映させ、

採用することとした発電設備等の構造についての基礎的諸元についても必要に応じて見

直しを行い、大気環境保全について適正に配慮された事業内容となるよう取り組むこと。 

（２）このための具体的な取組みとして、燃焼器や排煙脱硝装置の選定において最良の技術

を採用するとともに、設備の稼働後はその維持管理を徹底すること。また、二酸化窒素

の環境濃度の予測結果の観点のみではなく、窒素酸化物の年間排出量の観点からも適切

に措置を講じること。 

（３）微小粒子状物質については、二次生成の原因物質の一つである窒素酸化物の排出抑制

措置を適切に講じること。また、予測についても、人の健康への影響を回避することの

重大性を十分に考慮する必要があり、二次生成に係る予測手法についての諸外国を含む

動向を踏まえ、仮に予測・評価の手法が完全に確立されていなかったとしても、予測の

実施に積極的に取り組むこと。 

（４）アンモニア等の脱炭素燃料の導入を図る際には、窒素酸化物等の大気質についての予

測及び評価を改めて行い、その結果を踏まえて、脱炭素燃料の導入によって生じるおそ

れがある影響を回避又は極力低減すること。 



（５）本件事業に対する府民の理解が得られるよう、事業計画についての丁寧で十分な説明

を情報交流の下で行うこと。また、引き続き大阪府との間の公害防止協定の下で大気環

境保全を推進するなど、府民、大阪府及び地元市等の関与を十分に図ること。 

 

３．低周波音 

（１）低周波音の代表的な発生源の一つに位置づけられているガスタービンが設置されるこ

と、地表面吸収や空気吸収等による減衰が小さく遠距離伝搬が生じやすい伝搬特性、固

体伝搬による壁面からの低周波音の放射を防止するための技術的検討の重要性などを踏

まえ、施設の稼働を影響要因とする低周波音を評価項目に追加し、調査、予測、評価、

環境保全措置及び事後調査をそれぞれ適切に実施すること。 

 

４．水質 

（１）温排水の排出に係る水温の予測については、現行施設の環境影響評価における予測結

果と施設運用開始後の測定値の間に深度によって相当な乖離が見られることを踏まえ、

予測の実施に当たりあらかじめ予測モデルの現況再現性を確認するなど、予測精度の確

保に努めること。 

（２）冷却水使用量の減少に伴う周辺海域の水質への影響についての調査、予測及び評価を

その他の環境影響評価と一体的に行い、これらの結果を準備書に記載することにより、

影響の程度を明らかにし、関係諸機関による大阪湾の水質保全にも活用されるよう努め

ること。 

 

５．景観 

（１）火力発電所に設置される建築物等は一般に規模が大きいため、その規模、配置、構造、

形態、意匠及び色彩等について十分な検討を行い、周辺や背景となる景観との調和が得

られる建築計画とすること。また、このため、主要な建築物等を欠くことなくフォトモ

ンタージュを作成し、眺望景観を適切に予測すること。 

（２）景観資源の選定においては、対象事業実施区域が位置する臨海部に特徴的な自然景観

構成要素である大阪湾の水面、広く見渡される空、六甲から金剛生駒紀泉の山並、海越

しに望む淡路島などの景観を重視する必要がある。このような観点から、眺望点（海上

を含む）、景観資源及び眺望景観を適切に把握した上で眺望景観の予測を適切に行うこと。

また、その際、対象事業実施区域の南側（堺市域）における眺望点の地点数が不十分で

あることから、同地域に位置する人と自然との触れ合いの活動の場などに眺望点を追加

することを検討すること。 

 

 



６．廃棄物等 

（１）撤去工事については、タービン建屋等大規模な既設設備の解体に伴って多量の産業廃

棄物や建設発生土が生じることを踏まえ、環境省の「火力発電所リプレースに係る環境

影響評価手法の合理化に関するガイドライン」において環境影響評価の対象としないこ

とが可能であるとされている場合に該当するとしても、産業廃棄物の再生利用や建設発

生土の有効利用に適切に努めること。 

 

７．温室効果ガス等 

（１）国における 2050年カーボンニュートラルの実現の目標及び事業者が参画する電気事業

低炭素社会協議会の 2030年度における排出係数にかかる目標（0.25kg-CO2/kWh程度（使

用端））との整合性が図られるよう、本件事業における水素やアンモニア等の脱炭素燃料

やＣＣＵＳ等の火力発電の脱炭素化に向けた技術の導入についての具体的な方策や行程

を可能な限り早期に確立し、実行に移すこと。 

（２）再生可能エネルギーの最大限の導入に加え、事業者における火力発電全体において、

非効率で二酸化炭素排出量の多い火力発電所の休廃止や稼働抑制を適切に行うことなど

により、他社からの購入分を含め、火力発電全体としての二酸化炭素排出削減の取組み

を適切に進めること。 

（３）本計画は、既設発電所と比較して高効率の発電所ではあるものの、稼働に伴い大量の

二酸化炭素を排出するものであることから、今後、準備書段階で、2050 年及び 2030 年

の事業者の電源構成が、カーボンニュートラル目標及び排出係数にかかる上記目標と整

合的なものであることを、できる限り詳細な合理的根拠をもって示すこと。 

（４）これらを踏まえた上で、今後の技術開発の状況に的確に対応して最新鋭の発電設備の

導入を図るとともに、高い発電効率を継続的に発揮するため運用開始後の運転管理及び

維持管理に適切に取り組むこと。 

（５）先の国連気候変動枠組条約第 28回締約国会議（COP28）において本邦首相が 2030年ま

での行動が決定的に重要であることを強調するなどし、また、政府による気候変動に関

する世論調査でも気候変動問題や脱炭素社会の実現に向けた取組みについて高い関心が

みられることを踏まえ、以上の取組みの状況の府民への継続的な公表及び情報交流に努

めること。 


