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本市における環境影響評価制度のあり方について 

中間取りまとめ 
平成２４年５月１４日 

福岡市環境審議会環境管理部会 

Ⅰ はじめに 

 
環境影響評価制度は、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施

にあたり、事業者自らが事業に係る環境影響についての調査、予測及び評価を実施するこ

と等を通じて、事業の環境の保全について適正な配慮がなされることを確保するための制

度である。 
 
平成９年に環境影響評価の手続等を定めた環境影響評価法（平成９年法律第８１号。以

下「法」という。）が制定された。本市においても平成１０年に法の趣旨を踏まえ、自然的・

社会的条件に応じた幅広い規模・種類の事業を対象に福岡市環境影響評価条例（平成１０

年条例第１８号。以下、「条例」という。）を制定し、法と条例とを一体的な環境影響評価

制度として運用してきた。 
 
一方、今日の環境政策の課題は、生物多様性の保全や地球温暖化対策が重視されるなど、

一層、多様化・複雑化しており、その中で環境影響評価が果たすべき役割や評価技術をめ

ぐる状況も変化してきている。 
 

国においては、法施行後１０年以上の運用を通じて浮かび上がった課題や社会情勢の変

化に対応するため、平成２３年４月に法改正がなされた。また、本市においても、条例の

施行後１０年以上が経過し、国と同様に社会情勢等の変化への対応や制度運用面から改善

の検討が必要となった。 

 
このような状況から、法第６２条の規定に基づき、法の趣旨を踏まえた環境影響評価制

度のあり方を検討する必要があること、また、条例施行後の課題に対応する必要があるこ

とから、平成２３年１２月１日に福岡市長から福岡市環境審議会に対し「本市における環

境影響評価制度のあり方について」諮問がなされ、同日付で環境管理部会に付託された。 
 
本部会においては、法改正の趣旨及び本市の課題を踏まえ、環境影響評価のあり方の検

討を行ってきたが、答申をまとめるにあたり、広く市民の意見をお聴きする必要があると

考え、このたび、これまでの審議の結果を「中間取りまとめ」として公表することとした。 
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Ⅱ 検討すべき内容 

 本部会で「本市における環境影響評価制度のあり方について」検討を行うにあたり、法

改正に伴い検討すべき項目及び条例施行後の運用を通じて浮かび上がった課題についてそ

れぞれ以下のとおり整理した。 
 
 
1 法改正に伴うもの  
 

（１）方法書作成前の手続の創設 

事業の計画の早期段階における環境配慮を図るため、第一種事業を実施しようとする者

は、事業の位置、規模等を選定するにあたり環境の保全のために配慮すべき事項について

検討を行い、その結果を計画段階配慮書として作成し、主務大臣に送付するとともに、要

約した書類と併せて公表することが義務づけられた。その際、第一種事業を実施しようと

する者は、関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるよう努めな

ければならないこととされた。また、主務大臣は、配慮書の送付を受けたときは、必要に

応じ、第一種事業を実施しようとする者に対し、環境の保全の見地からの意見を述べるこ

とができるものとされた。 

第二種事業を実施しようとする者については、第一種事業を実施しようとする者が実施

する手続と同様の配慮書の手続を行うことができるものとされた。 

 

（２）方法書・準備書・評価書の手続の改正 

①方法書における説明会の開催等の義務化 

方法書手続における要約書の作成及び方法書説明会の開催が事業者に義務づけら

れた。 

②環境影響評価図書の電子縦覧の義務化 
インターネットの利用等による環境影響評価図書の電子縦覧が事業者に義務づけ

られた。 

 

（３）事後調査の手続の改正 

環境保全措置の実施状況や事後調査の結果について報告書を作成し、公表すること

が事業者に義務づけられた。 

 

（４）対象事業の追加（施行令改正事項） 

風力発電所の設置の工事の事業が対象事業に追加された。 

 

 
２ 条例施行後の課題 
 
（１）市民等からの意見聴取の機会の拡充 
①公聴会の開催 

市民等からの意見聴取については、方法書及び準備書の段階において、事業者が図
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書を公告・縦覧して環境の保全の見地から意見を求め、そこで提出された意見の概要

及び当該意見に対する事業者の見解（方法書の場合は意見の概要のみ）を市長に提出

することとなっており、市民等が市長に直接、意見を述べる機会は設定されていない。 

②公告・縦覧方法について 

民間事業者の場合は、公告方法として実質、日刊新聞への掲載しか選択肢がなく、

事業者に過度の負担となり、対応が困難な場合が想定される。 

また、環境影響評価図書を縦覧するためには、縦覧者は、縦覧場所まで行き、そ

こで膨大な量の図書を縦覧しなくてはならず、負担になっている。 

 
（２）災害の復旧又は防止の際の適用除外の規定の追加 

現行制度では、災害対策基本法、建築基準法及び被災市街地復興特別措置法で規定す

る事業のみを条例の適用除外としている。このため、今後、災害の復旧又は防止のため

に緊急に実施しなければならない事業が対象事業に該当する場合には、事業の速やかな

実施が困難になることが考えられる。 

 
（３）法対象事業における法と条例の調整の規定の必要性 
①計画段階配慮書の手続 

法では、第二種事業を実施しようとする者は任意で配慮書の手続を行うことができ

るとされていることから、条例の対象事業より規模の大きい事業でありながら、計画

段階配慮書の手続が行われていない事業が市域内で実施される可能性がある。 

②事後調査の手続 

法では、法対象事業について、事後調査の手続が制度化され、公表や許認可等権

者への報告書の送付などが義務づけられた。一方、事業実施区域の市長への報告書

の送付や市長からの報告書に対する意見提出等、関係地方公共団体の関与する機会

が規定されていない。 
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Ⅲ 本市の環境影響評価制度のあり方 

Ⅱにおいて整理した法改正に伴い検討すべき項目及び条例施行後の運用を通じて浮かび

上がった課題について検討した結果、本市の環境影響評価制度のあり方として以下のとお

り結論を得たものである。 
 
 

１ 計画段階環境配慮書の手続の新設 
現行制度での環境影響評価は、事業の内容がおおむね特定された時期に実施されるため、

事業の位置及び規模等の検討段階で、地域の環境情報の把握や事業が環境に及ぼす影響に

ついて検討するための手続がない。このため、現行では環境影響評価手続の途中で重大な

環境影響が判明した場合に、柔軟な対策をとることが困難な場合がある。また、環境影響

の回避等の措置を取るために事業内容の変更等の手戻りが発生するおそれもある。 
 
以上のことから、事業の早期段階における環境配慮を図ることを目的とし、改正法で導

入された配慮書の手続に準じた制度を、条例に導入すべきである。その際、制度化にあた

って留意すべき項目は以下のとおりである。 
なお、個々の事業の種類、特性等により計画の策定過程等が異なることから、事業主体

及び事業内容の特性等に応じた、柔軟な制度とすべきである。 
 

（１）対象事業 
条例の対象事業は、自然的・社会的条件を考慮し、規模が大きく環境影響の程度が著

しいおそれがあるものを対象としており、配慮書の手続においても同様に適用すべきで

あることから、対象事業は、条例の対象事業とすべきである。 
 
（２）実施時期 

重大な環境影響を効果的に回避・低減できる時期が望ましいことから、実施時期は、

改正法と同じく、個別事業の計画・実施段階前（方法書の手続前）における事業の位置、

規模又は施設の配置、構造等の検討段階とすべきである。 
 
（３）配慮書の作成等 

事業者は、計画段階配慮事項について検討を行った結果について、配慮書を作成し、

現行の手続と同様に市長に提出するものとし、当該配慮書及びこれを要約した書類を公

表すべきである。 
 
（４）配慮書に対する意見 

市長は、配慮書について、必要に応じて専門家の意見を聴き、現行の手続と同様に環

境の保全の見地からの意見を述べることができるようにすべきである。 
なお、専門家からの意見聴取に際しては、適切な技術的、専門的見地からの助言が得

られるよう、また、透明性が確保されるよう必要な事項について規定すべきである。 
また、事業者は、配慮書の手続の段階において、環境の保全の見地からの意見を求め

るように努めるべきである。 
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（５）方法書への反映 
事業者は、配慮書の内容を踏まえ、当該配慮書に対する市長の意見を勘案して、事業

が実施されるべき区域等を決定するとともに、配慮書手続の結果を反映した方法書を作

成すべきである。 
 

（６）調査・予測・評価の手法等 
市長は、本市の自然的・社会的条件を考慮して、計画段階配慮事項の選定並びに当該

事項に係る調査、予測及び評価の手法その他必要な技術的な事項について、技術指針に

定めるべきである。 
 
 
２ 方法書要約書の作成及び方法書説明会の義務化 
方法書は、制度制定時と比べて、図書紙数の分量が多く、内容も専門的なものとなって

おり、限られた期間内で市民等が図書の内容を十分に理解できない状況となっている。 
そのため、方法書についての理解を深め、市民等とのコミュニケーションを充実させ、

市民等からより適切な環境の保全の見地からの意見が広く提出されるよう、方法書の要約

書の作成及び縦覧、並びに方法書縦覧中での説明会の開催を事業者に義務づけるべきであ

る。 
 
 

３ 環境影響評価図書の電子縦覧の義務化  
条例施行後の社会情勢の変化として、インターネット等による電子化の進展が挙げられ

る。一方、環境保全の見地からの意見を有する者は、居住する地域に関係なく意見を提出

できることになっており、縦覧を希望する市民等への便益を図り、より適切な環境の保全

の見地からの意見が広く提出されるよう、図書の電子縦覧を事業者に義務づけるべきであ

る。 
 
 
４ 事後調査報告書の公表の義務化 
環境保全措置の実施状況や事後調査の結果について、事後調査報告書の作成及び当該報

告書の市長への提出を義務づけているところであるが、公表については規定しておらず、

市民等が確認できるための仕組みがない。 
そのため、環境影響評価後の環境配慮について、市民等からの信頼性、透明性及び客観

性を向上させるため、事後調査報告書の公表を事業者に義務づけるべきである。また、そ

の際、環境影響評価図書と同様に、電子的な公表についても義務づけるべきである。 
 
 

５ 公聴会の開催の規定の追加 
環境の保全の見地からの意見を有する者からの意見は、事業者が書面により受け付ける

こととなっている。 
市民等からの意見聴取の機会を充実させることで、より適切な環境の保全の見地からの

意見が広く提出されるように、市長は、準備書について公述の申出があり、必要と認める
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ときは、公聴会を開催すべきである。また、法対象事業についても、同様に、公聴会を開

催すべきである。 
なお、公聴会の結果は、環境影響評価審査会での審査に供するようにするのが適当であ

る。 
 
 
６ 公告の方法の見直し 
公告は、事業者が実施することとしており、その方法は、福岡市公報への掲載、福岡市

の広報誌への掲載、日刊新聞紙への掲載のみとなっている。民間事業者においては、実質、

日刊新聞紙への掲載しかなく、経済的な負担となっているため、公告の方法について、適

切な方法の選択肢を充実させるべきである。 
 
 
７ 災害復旧又は防止の際の適用除外の規定の追加 
災害の復旧又は防止のために緊急に実施する必要がある事業について、条例の対象事業

に該当する場合には円滑かつ迅速な対応が困難になることが想定されるため、災害の復旧

又は防止のために緊急に実施する必要があると市長が認めるものについては、条例で包括

的に適用除外とすべきである。 
 
 
８ 法と条例の調整の規定の追加 
（１）配慮書の手続 

法の第二種事業については、配慮書の手続が行われない場合が想定されるため、法対

象事業についても確実に配慮書手続が実施されるように、配慮書手続を行わない第二種

事業について、条例で規定する配慮書手続を準用すべきである。 
※ 環境省は、改正法に基づく配慮書手続きを行わないと判断した第二種事業を実

施しようとする者に対し、条例により配慮書手続きを課すことは、条例との関

係を定めた法第６１条に抵触しないとしている。 

 
（２）事後調査の手続  

現行の手続では、対象事業について、事業者に事後調査報告書の提出を義務づけ、事

後調査により、対象事業が環境に著しい影響を及ぼしている又は今後及ぼすおそれがあ

ると市長が認めるときは、事業者に対し、環境の保全についての適正な配慮を求める観

点から必要な措置を講じるよう指導することができるよう規定している。 
改正法で規定される法対象事業の事後調査の手続においては、市長への報告書の提出

や報告書に対する市長意見の提出等の規定がなく、市長が事後調査に関与できる機会が

規定されていない。 
そのため、市長が、法対象事業の事後調査の結果を把握し、必要な措置を検討するこ

とができるように、法対象事業の環境保全措置等の結果の報告について、条例の事後調

査の手続に準じた手続を義務づけるべきである。 
※ 環境省は、改正法に基づく事後調査報告書手続とは別に、条例により事後調査

手続を課すことは、条例との関係を定めた法第６１条に抵触しないとしている。 
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９ 発電所の対象要件の見直し 
再生可能エネルギーの導入促進により、今後、風力発電所及び土地の改変を伴うような

大規模な太陽光発電所の増加が予想されている。また、風力発電所の設置にあたっては、

騒音・低周波音、動植物及び景観等への環境影響が指摘されている。 

現行制度では、風力発電所や太陽光発電所については、敷地面積によって対象事業とさ

れており、事業の環境影響を反映したものとなっていない。 

これらのことから、風力発電所及び一定規模以上の土地の改変を伴うような太陽光発電

所については、発電所の設置又は変更の事業の要件に追加し、事業特性及び地域特性を踏

まえ、適切な対象規模等を設定すべきである。 
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Ⅳ おわりに 

 
本中間取りまとめは、平成２３ 年１２月１日に福岡市長から福岡市環境審議会に「本市

における環境影響評価制度のあり方について」諮問がなされ、環境管理部会で検討した結

果をまとめたものである。本部会では、法の改正内容及び条例施行後の課題を検討し、社

会情勢の変化等に対応して、本市の環境影響評価制度のあり方を見直すことが適当である

との結論を得た。 
なお、方法書前の手続の導入については、事業の実施による重大な環境影響の回避・低

減を効果的に図ることができる等の利点が考えられるものの、個々の事業の種類、特性等

により計画の策定過程等が異なることから、事業主体及び事業内容の特性等に応じた、柔

軟な制度とし、これまでと同じく法と条例との一体的な運用が確保されるよう配慮すべき

である。 
また、対象事業については、事業の計画段階から評価書までの手続を経て、工事中、供

用後の事後調査に至るまで、相当の期間、条例に基づく環境配慮を行うものである。特に、

事後調査については、環境影響評価の結果として、事業実施に伴う適正な環境保全の配慮

を確認するために重要であるものの、事業実施が長期に及ぶために環境影響評価手続終了

後の事業者の変更等により、実施主体が明確でなくなることも想定される。加えて、法で

は供用後の事後調査が対象にされていない。これらの事情から、条例に基づく事後調査に

ついては、供用後まで確実に実施されるよう、制度の検討を行うことを要望する。 
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2 阿 部 真 之 助 ｱﾍﾞ ｼﾝﾉｽｹ 市議会議員 ○ 市議会議員

3 今 泉 博 国 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾛｸﾆ 福岡大学経済学部教授 ○ ○  学識経験者

4 上 田 直 子 ｳｴﾀﾞ ﾅｵｺ 崇城大学薬学部教授 ○ 学識経験者

5 岡 博 士 ｵｶ　ﾋﾛｼ 九州経済産業局資源エネルギー環境部次長 ○ ○ 関係行政機関の職員

6 織 田 孝 二 ｵﾀﾞ ｺｳｼﾞ 福岡商工会議所理事・事務局長 ○ その他

7 鬼 塚 敏 満 ｵﾆﾂﾞｶ ﾄｼﾐﾂ 市議会議員 ○ ○ 市議会議員

8 小 野 仁 ｵﾉ ﾋﾄｼ 日本野鳥の会福岡支部長 ○ その他

9 包 清 博 之 ｶﾈｷﾖ ﾋﾛﾕｷ 九州大学大学院芸術工学研究院教授 ○ 学識経験者

10 清 原 裕 ｷﾖﾊﾗ ﾕﾀｶ 九州大学大学院医学研究院教授 ○ 学識経験者

11 楠 田 哲 也 ｸｽﾀﾞ ﾃﾂﾔ 北九州市立大学国際環境工学部教授 ○ ○  学識経験者(水工土木学）

12 黒 子 秀 勇 樹 ｸﾛｺ ﾋﾃﾞﾕｷ 市議会議員 ○ 市議会議員

13 郷 田 治 稔 ｺﾞｳﾀﾞ ﾊﾙﾄｼ 福岡管区気象台技術部長 ○ 関係行政機関の職員

14 今 田 長 英 ｺﾝﾀﾞ ﾁｮｳｴｲ 福岡大学大学院工学研究科教授 ○ ○
学識経験者
(生態学）

15 島 岡 隆 行 ｼﾏｵｶ ﾀｶﾕｷ 九州大学大学院工学研究院教授 ○  学識経験者(環境工学）

16 田 代 桂 子 ﾀｼﾛ ｹｲｺ 福岡市七区男女共同参画協議会代表 ○ その他

17 栃 木 義 博 ﾄﾁｷﾞ ﾖｼﾋﾛ 市議会議員 ○ 市議会議員

18 冨 永 計 久 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋｻ 市議会議員 ○ 市議会議員

19 萩 島 理 ﾊｷﾞｼﾏ ｱﾔ 九州大学大学院総合理工学研究院准教授 ○  学識経験者(建築学）

20 久 留 百 合 子 ﾋｻﾄﾞﾒ ﾕﾘｺ （株）ビスネット代表取締役・消費生活アドバイザー ○ ○ その他

21 藤 本 顕 憲 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 市議会議員 ○ 市議会議員

○ 22 藤 本 一 壽 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ 九州大学大学院人間環境学研究院教授 ◎  学識経験者(建築学）

23 二 渡 了 ﾌﾀﾜﾀﾘ ﾄｵﾙ 北九州市立大学国際環境工学部教授 ◎ 学識経験者

24 松 藤 康 司 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾔｽｼ 福岡大学工学部教授 ◎  学識経験者(廃棄物）

25 松 山 倫 也 ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾁﾔ 九州大学大学院農学研究院教授 ○  学識経験者(水産学）

26 宮 本 秀 国 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞｸﾆ 市議会議員 ○ 市議会議員

27 柳 美 代 子 ﾔﾅｷﾞ ﾐﾖｺ 住環境デザイン研究所代表 ○ その他

28 矢 原 徹 一 ﾔﾊﾗ ﾃﾂｶｽﾞ 九州大学大学院理学研究院教授 ○  学識経験者

29 吉 田 順 子 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 特定非営利活動法人環境みらい塾理事長 ○ その他

◎　会長　　　　○　会長代理 （敬称略、五十音順）

10 14 13
○環 境 管 理 部 会 ：環境基準等に関する専門的事項の調査，審議を行う。

○循環型社会構築部会：廃棄物・リサイクル等に関する専門的事項の調査，審議を行う。

○地球温暖化対策部会：地球温暖化対策に関する専門的事項の調査，審議を行う。

専門部会(部会長：◎)

№ 役　職　等氏名 フリガナ
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法 第一種 法 第二種 市条例

高速道路 全て     －－ 全て

自動車専用道路   4車線全て －－ 全て

大規模林道                            2車線20km 2車線15km －－

広域基幹林道             －－ －－ 全て

国道                     4車線10km 4車線7.5km 4車線3km

県道・市町村道等       －－ －－ 4車線3km

ダム                        100ha 75ha 10ha

堰                        100ha 75ha 10ha

湖沼水位調節施設                  100ha 75ha －－

放水路                      100ha 75ha －－

河川工事                    －－ －－ 2級河川1km

新幹線                      全て     －－ －－

鉄道・軌道                10km 7.5km 1km

その他                      －－ －－ 連続立体交差

2,500km 1,875km 全て

－－ －－ 1ha

水力                      3万KW    　　　　　 2.25万KW     －－

火力                                   15万KW  11.25万KW  5万KW    

地熱                       1万KW    7,500KW  －－

原子力                      全て     －－ －－

風力 1万KW    7,500KW  －－

30ha 25ha 10ha

50ha超 40ha 20ha

100ha 75ha 30ha

100ha 75ha

100ha 75ha

100ha 75ha

100ha 75ha 20ha

150ha

－－ －－ 市街化区域　　20ha

－－ －－ 調整区域　 　　10ha

－－ －－ 特定区域※　　 　　5ｈａ

－－ －－ 5万人

－－ －－ 200ｔ/日

－－ －－ 5,000m3/日

4万Nm3/h

5ha

－－ －－    都市計画法開発行為

市街化区域　　20ha

調整区域　 　　10ha

特定区域※　　 　　5ｈａ

  土地区画整理                  

  ヘリポート                     

発
電
所

  廃棄物最終処分場                

  埋立・干拓                   

道
 

路

ダ
ム
等

鉄
道

  飛行場                        

  新住宅市街地開発             

  工業団地造成                    

  新都市基盤整備                

  流通業務団地造成           

  工場・事業場建設                

　その他の土地の造成

都市再生機構等宅地造成
100ha

75ha

  下水道終末処理場               

  ごみ焼却施設新設           

対 象 事 業

環境影響評価法及び福岡市環境影響評価条例の対象事業の比較

300ha

（その他の土地の造成）

  港湾計画                             

  運動場・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設建設  

  住宅団地造成                  

  土石の採取                 

(2)ため池若しくは治水池(池面積が2,000㎡以上のものに限る。)，河川又は海岸(港湾区域を除く。)

(3)都市計画法第8条第1項第7号に規定する風致地区，都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項に規定する特別緑地保全地
区，自然公園法第2条第1号に規定する自然公園，文化財保護法第1項に規定する特別緑地保全地区，自然公園法第2条第1号に規
定する自然公園，文化財保護法律第249号)第25条第1項に規定する保安林

(1)標高80m以上の地域

  その他の政令・規則で定める事業         
市長が審査会意見を聴いて特に必
要と認める事業

（その他の土地の造成）

  ※特定区域
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環境影響評価法及び福岡市環境影響評価条例に基づく対象案件について

本体 要約書 本体 要約書

福岡市東部工場建替事業
平成12年4月17日
評価書手続終了

68 249 46 264 58 未確認 未確認 4 7 1 29

福岡市葬祭場再整備事業
平成15年4月5日
評価書手続終了

135 270 42 273 44 12 31 0 0 1 27

周船寺川都市基盤河川改修事業 ― 福岡市
平成15年12月26日
評価書手続終了

107 418 23 439 32 27 未確認 2 0 1 30

西南学院大学田尻グラウンド（仮称）
整備事業

― 学校法人西南学院
平成17年9月30日
評価書手続終了

114 423 55 445 68 16 未確認 4 4 1 9

かなたけの里公園整備事業
平成20年4月24日
評価書手続終了

110 598 64 601 72 未確認 6 0 0 2 26

西鉄天神大牟田線雑餉隈駅
周辺連続立体交差事業

平成20年11月1日
評価書手続終了

166 363 47 368 51 28 13 2 0 2 140

（仮称）アイランドシティ線 福岡県 福岡市
福岡北九州高速道路公社

平成22年8月6日
方法書手続終了

205 - - - - 24 - 2 - - -

若久団地団地再生
（全面建替）事業

―
独立行政法人
都市再生機構

平成23年2月8日
方法書手続終了

172 - - - - 4 - 0 - - -

福岡都市高速鉄道３号線
（天神南～博多間）

平成23年10月21日
方法書手続終了

184 - - - - 9 - 2 - - -

方法書
本体

縦覧者数

準備書方法書
評価書事   業   名

住民意見書数

手続状況

準備書説明会

開催
回数

参加
者数

準備書方法書
準備書

図書のページ数

福岡市

福岡市

都市計画
決定権者

福岡市

福岡市

福岡市

事業者
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福岡市の環境影響評価制度の検討内容 

 

 

 
法改正に伴う検討内容 本市における環境影響評価の手続の流れ

          

 

 

計画段階環境配慮書の手続 

 

事後調査報告書（環境保全

措置等）の公表の義務化 

電子縦覧の義務化 

方法書における説明会の 

開催等の義務化 

本市独自の検討内容 

 
計画段階環境配慮書の 

手続の新設 

方法書作成前の手続の創設 

方法書 

（環境影響評価の方法の案） 

説明会 

方法書・準備書・評価書及

び事後調査の手続の改正 

公告・縦覧 
電子縦覧 

市民・市長意見 

環境影響評価の実施 

（調査，予測，評価， 

  環境保全措置の検討） 

準備書 

（環境影響評価の結果の案） 

公告・縦覧 
電子縦覧 

災害復旧又は防止の際の 

適用除外の規定の追加 

条例施行後の課題への対応 
説明会 

公聴会の開催の規定の追加 

 
発電所の対象要件の見直し 

評価書 

（環境影響評価の結果） 

事後調査報告書 

(環境保全措置，事後調査の結果) 

公表 

公告・縦覧 
電子縦覧 

市民・市長意見 

公聴会 

公告・縦覧の方法の見直し 

事業の実施 

環境保全措置の実施 
その他の対応 

法と条例の調整の規定の 
事後調査の実施 追加 

対象事業の追加 

※赤字は検討事項 



福岡市環境審議会での審議等の経緯及び今後の予定 

 

開催年月日 審議内容 

平成 23 年 12 月 1 日 

 

環境審議会 

・諮問 

・環境影響評価制度のあり方について審議 

・環境管理部会への付託を決議 

平成 24 年 1 月 31 日 

 

環境管理部会（第 1回） 

・環境影響評価制度のあり方について審議 

平成 24 年 4 月 20 日 
環境管理部会（第２回） 

・環境影響評価制度のあり方について審議 

平成 24 年 6 月 7 日 

環境審議会 

・環境影響評価制度のあり方について 

「中間とりまとめ」の報告 

平成 24 年 7～8 月（予定） 市民意見募集 

平成 24 年 9 月頃（予定） 環境管理部会（第 3回） 

平成 24 年 10 月頃（予定） 
環境審議会 

 審議・答申 
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