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[Introduction] 

Minamata City, experiencing Minamata disease caused by the unprecedent pollution in the course of economic 

development in Japan, has been undertaking rigorous environmental measures. In 2020, Minamata City was selected as 

one of the SDGs Future Cities in Japan, which integrate economy, society and environment into their basic development 

plans to create new values towards sustainable development. It is recognized that certain measures on sound mercury 

management also bring other environmental benefits. This study explores the concrete examples of such co-benefits and 

quantifies these benefits as much as possible. 

 

[Methods]  

One of the significant measures in Minamata area is hydropower use, from which the emission reductions of both 

mercury and CO2 are expected. Data on the electricity consumption and energy mix from the industry sector, households 

and municipal facilities are obtained from existing research works. Mercury emission is estimated by assuming that the 

hydropower replaces the electricity supplied by the conventional electricity company (Kyuden), thus reduces the amount 

of coal used by Kyuden. CO2 emission is estimated from the electricity consumption and emission factor by each energy 

mix component. 

 

[Results and discussion] 

Two results are obtained from this study. First, approximately a half 

of public electricity in Minamata area is supplied by hydropower, with 

a notable contribution in the industry sector as shown in [Figure 1] 

due largely to the development of hydropower by the JNC group 

companies (“JNC hydropower” in Figure 1). The hydropower supply 

is used by not only the JNC group, but also the local industries. 

Furthermore, with the recent deregulation of electricity supply in 

favor of renewable energy sourced from the local communities, the 

excess JNC hydropower is supplied to the Minamata city office based 

on an MoU. In addition, the study made a survey with the municipal facilities on the electricity suppliers in the recent 

years, to find a growing introduction of renewable electricity. 

 

Secondly, the effect of such rigorous introduction of renewable energy is quantitively evaluated in terms of mercury and 

CO2 emissions, as a result of information gathering as shown in [Tables 1 and 2]. To estimate mercury emission, the 

activity data is calculated as the coal used by Kyuden, relative to the proportion of the electricity from Kyuden out of 

the overall electricity consumption in Minamata area. The mercury emission factor for coal-fired power plant is obtained 

from the national mercury inventory. To estimate CO2 emission in Minamata area, the electricity consumption according 

to the supplier and each supplier’s emission factors are used. Following the mercury and CO2 emission estimations, the 

study attempts to analyze the status from the point of an objective view, i.e. the Minamata area’s emissions from the 

national and global contexts on a per-person basis. The data used for the analysis is shown in [Tables 3 and 4]. 

 

[Figure 1] Hydropower consumptions in 

Minamata area  
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[Conclusion] 

In conclusion, the study illustrates in a quantitative manner the significance of the efforts to shift towards renewable 

energy in Minamata area as shown in [Figures 2 and 3]. A comparison of mercury emissions per person among Minamata 

area, Japan and the world illustrates that, the mercury emission in Minamata area was smaller than the national level, 

which was about one-fourth from the global level. Regarding CO2, Minamata area, which has historically used its local 

hydropower, went far ahead of the national decarbonization in the 2010s, and even greener than the average developed 

countries in 2019 as far as the public electricity supply was concerned. Those are the important findings from the 

quantification exercise of the study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 2 and 3 The comparison of mercury and CO2 emissions per person among Minamata area, Japan and the world 
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	P-32　大気中マイクロプラスチックの起源・動態・健康影響（４） ：自由対流圏大気中マイクロプラスチックの特徴（〇小野塚洋介，大河内博，吉田昇永，谷悠人，速水洋，竹内政樹，反町篤行，藤井佑介，竹中規訓，山口高志，勝見尚也，梶野瑞王，足立光司，石原康宏，岩本洋子，新居田恭弘）
	P-33　首都圏小規模森林域における大気中揮発性有機化合物がPM2.5濃度に及ぼす影響（２）（〇髙橋立，大河内博，土屋裕，速水洋，宮崎あかね）
	P-34　ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）の焼却による分解挙動（〇村上太一，藤森崇，齋藤直也，高岡昌輝，松神秀徳）

	P-35～43 分析法（ノン/マルチターゲットスクリーニング）
	P-35　瀬戸内海のクロダイに蓄積する有機ハロゲン化合物のノンターゲットスクリーニング（〇後藤哲智，Nguyen Minh Tue，田辺信介，国末達也）
	P-36　ノンターゲット分析手法を用いた乳幼児用玩具中有害成分の組成比較（〇江口哲史，森千里，戸次加奈江）
	P-37　GC-Orbitrap MSを用いたハロミックスPAHsの分析と毒性評価（〇小池菜月，大浦健）
	P-38　災害・事故発生時に環境中に残留する化学物質の網羅的モニタリング手法の開発（〇家田曜世，高澤嘉一，橋本俊次，中村智）
	P-39　精密質量データの直接比較による全成分の質と量の差の同時検出―リサイクル資源中間集積場火災により発生したハロゲン化合物の網羅的分析による包括的把握―（〇橋本俊次，高澤嘉一，家田曜世，中村智，鈴木規之）
	P-40　HS-GC-QMSおよび統合定性解析手法による水質汚染物質識別の迅速化（〇榊原幹子，阿部吉雄，生方正章）
	P-41　AIQS-GCによる広島県内河川の化学物質モニタリング（〇槇本佳泰，中廣賢太，花岡雄哉，木村淳子）
	P-42　自動同定定量システム（AIQS-GC） による環境試料の半定量及び添加回収試験による精度確認～II型共同研究によるラウンドロビンテスト～（〇中山 崇，宮脇 崇，加藤みか，伊藤朋子，東海敬一，吉田彩美，梅澤真一，堀井勇一，板倉直哉，川口豊太，坂本和暢，中島寛則，市原真紀子，山路 章，畝山善光，井上誠也，谷脇 龍，佐々木珠生，槇本佳泰，古閑豊和，三島桂子，柳下真由子，大曲 遼，門上希和夫，中島大介，II型共同研究参加機関）
	P-43　ガスクロマトグラフ飛行時間型質量分析装置を用いた網羅分析法の検討（〇伊東優介，江原均，今村則子）

	P-44～51 分析法（POPs）
	P-44　ポストカラム反応装置を備えた2次元GC-MSによるPCBの簡易定量（〇羽成修康，頭士泰之，小坂明正）
	P-45　自動前処理装置を用いた食品中のダイオキシン類分析（〇高岡真帆，野間雄，横田正伸，高橋知史，山本一樹）
	P-46　自動前処理装置を用いた血液中のダイオキシン類分析（〇高岡真帆，野間雄，横田正伸，高橋知史，山本一樹）
	P-47　SHIMADZU GCMS-TQ8050による環境試料中ダイオキシン類の測定（〇松下尚史，横田正伸，高橋知史，山本一樹）
	P-48　自動前処理装置を用いた肉類及び卵類中のダイオキシン類分析の検討（〇堤智昭，足立利華，川嶋文人，山本一樹，上田祐子，高附巧，穐山浩）
	P-49　Fast GC-MS/MS法による排ガス中PCNおよび底質中PBDEの迅速分析（〇高桑裕史，笠松隆志，大塚剛史）
	P-50　LC-MSMSを使用した河川底質中短鎖中鎖長鎖塩素化パラフィンの一斉分析（〇滝埜昌彦，川中洋平，室谷佑京，松神秀徳）
	P-51　食品中のハロゲン系難燃剤の一斉分析法の検討（２）（〇飛石和大，佐藤環，堀就英，堤智昭，穐山浩）

	P-52～64 分析法（新技術・代替法）
	P-52　化学物質分析法開発に関する基礎的研究（５）（〇折原智明，〇木原敏博，〇長谷川瞳，〇平生進吾，髙橋律久，菊池一馬，小野純子，浦西洋輔，吉野共広，八木正博，飛石和大）
	P-53　化学物質分析法開発に関する基礎的研究（６）（〇菊池一馬，髙橋律久，折原智明，木原敏博，長谷川瞳，平生進吾，小野純子，浦西洋輔，吉野共広，八木正博，飛石和大）
	P-54　化学物質分析法開発に関する基礎的研究（７）（〇吉野共広，〇八木正博，〇小野純子，〇浦西洋輔，折原智明，木原敏博，長谷川瞳，平生進吾，髙橋律久，菊池一馬，飛石和大）
	P-55　カートリッジ型ディスク固相を用いた水中GC/MS対象農薬の迅速前処理法（〇高橋里奈，髙原玲華，三浦早紀，国枝巧，石井一行，林田寛司，高柳学）
	P-56　水質試験におけるヘリウムの代替キャリアガス利用の検討（〇阿部吉雄，小野寺潤，奥野美帆，生方正章）
	P-57　水質試験における業務効率化のための分析手法及び機器構成の検討（〇阿部吉雄，榊原幹子，生方正章）
	P-58　キャリアガスとして水素ガスを用いたPT-GC/MS法によるVOCs測定の基礎的検討（〇榎本 剛司，三上 紗弥香，奥野 美帆，小池あゆみ）
	P-59　LPGCカラムを用いた水道水中農薬分析の検討（〇三上紗弥香，奥野美帆，榎本剛司，内海貝，生方正章）
	P-60　高性能イオン源を備えたオンラインSPE-GC/MS/MSシステムによる河川水中農薬分析法の検討（〇浅井 智紀，江 潤卿，佐々野 僚一）
	P-61　ヘリウム代替キャリヤーガスを用いたエアゾール製品中のメタノール、トリクロロエチレンおよびテトラクロロエチレンのGC-MS分析（〇田原麻衣子，河上強志，五十嵐良明）
	P-62　マイクロ波分解-ICP-MSによる家庭用品中水銀試験法の検討（〇久保田領志，小峯宏之，鈴木俊也，河上強志，五十嵐良明）
	P-63　環境DNA分析を用いた水道原水中のかび臭迅速検出の検討（〇古川浩司，本澤大生，橋本 真，中尾遼平，栗田喜久，赤松良久）
	P-64　LC/MS/MS-ESIによる環境水中のフェノール迅速分析法の検討（〇古川浩司，橋本 真，小林珠美，金子 聡）

	P-65～71 分析法（QAQC）
	P-65　微量有機物分析用超純水の汚染がLC/MS、GC/MS分析に与える影響４（〇黒木祥文）
	P-66　血液中PCB濃度分析のクロスチェック（2021年度）（〇新谷依子，堀就英，古谷貴志，飛石和大，平川博仙，香月進，辻学）
	P-67　絶縁油中PCB分析に関するクロスチェック（第12回）（〇島村唯史，平野聖吉，宮崎徹，高橋知史，石井善昭）
	P-68　第6回低濃度PCB含有廃棄物に関するクロスチェック（〇高橋厚，嶽盛公昭，豊田邦孝，林敏夫，石井善昭）
	P-69　第24回国際民間試験所連合(UILI)国際技能試験の結果-水道水中の金属-（Luc HA Scholtis，Alvaro Silva Ribeiro，Jordi Oliver-Rodés Sen，松村徹，Adeeko Mary-Anne，関口和弘，中安史隆，馬場左起子，〇高橋厚）
	P-70　ダイオキシン類分析の試験所間比較試験（第19回2021年度日環協UTA研）（〇高橋知史，平野聖吉，宮崎徹，島村唯史，石井善昭）
	P-71　１週間連続採取法における大気中有機化合物及び重金属類の保存安定性調査（〇橳島 智恵子，星 純也，加藤 みか，釜谷 光保，亀屋 隆志）

	P-72～82 分析法（ヒト曝露）
	P-72　加熱式たばこ製品の主流煙に含まれる多環芳香族炭化水素類の捕集及び分析法の確立（〇稲葉洋平，内山茂久，戸次加奈江，杉田和俊，鳥羽 陽，牛山明）
	P-73　尿中忌避剤および代謝物同時測定法の妥当性評価とその応用（〇上山純，西原奈波，髙木麻衣，岩井美幸，北原悠吾，磯部友彦）
	P-74　ヒト血漿中POPsの簡易迅速分析法の開発（〇西岡宗一郎，Anh Le Thai，佐藤修之）
	P-75　オンラインインチューブSPME／LC－MS／MS法を用いたストレス及びリラクゼーションに対するタバコ煙曝露の影響評価（〇片岡洋行，大川泰志，大島颯太，宮田早織）
	P-76　Web調査を利用した日本人のばく露係数データの取得（〇高木麻衣，磯部友彦，岩井美幸，小林弥生，中山祥嗣）
	P-77　化学物質の体内動態を把握するためのパーソナルケア製品使用と食事をコントロールした介入試験の提案（〇磯部友彦，中山祥嗣，岩井美幸，高木麻衣，上山純，小栗朋子，篠原直秀，国末達也，仲山慶，田上瑠美）
	P-78　有機リン系難燃剤による母乳汚染と乳児摂取量の解明（〇中尾晃幸，杠 智博，角谷秀樹，泉川孝子，伊東厚子，黒田晴代，茂木真貴子，遠藤美千恵）
	P-79　乳幼児におけるプラスチック製玩具を介したフタル酸エステル類の曝露濃度推定（〇戸次加奈江，稲葉洋平，湯川慶子，吉田都美，高口倖暉，江口哲史）
	P-80　市販の調理済み食品（弁当類）からの臭素系難燃剤ヘキサブロモシクロドデカンの摂取量調査（〇佐藤環，飛石和大，堀就英，堤智昭，穐山浩，松井利郎）
	P-81　プラスチック製品中のフェノール系内分泌攪乱物質の溶出（〇坂根史紀，水川薫子，窪田篤人，小島弘幸，高田秀重）
	P-82　加熱式タバコの水銀含有量（〇杉田和俊，小林 寛，稲葉洋平）

	P-83～90 バイオアッセイ・スクリーニング
	P-83　塩素処理土壌中の変異原性物質の検索（杉田和俊，丸山美優，小野史礼，〇髙木敬彦）
	P-84　自動同定・定量システム（AIQS）による岩手県内河川のターゲットスクリーニング（〇伊藤朋子，岩渕勝己，髙橋律久）
	P-85　強い生物影響がみられた名古屋市内事業場排水の生物影響削減の一例について（〇長谷川絵理，山守英朋，岡村祐里子，大畑史江，長谷川瞳）
	P-86　出芽酵母株を用いたオオミジンコ由来幼若ホルモン受容体発現レポーターアッセイの確立（〇小川真弘，北本隼也，北住健太，原島小夜子，川西優喜，八木孝司，寺田めぐみ）
	P-87　アフリカツメガエル培養肝細胞株を用いた抗甲状腺ホルモン作用スクリーニング系の開発（〇松枝太都，吉川綾乃，川口太郎，茂木椋太，山下雅貴，松井久実，関本征史）
	P-88　カエルAhRレポーター細胞（A8-XRE-Luc）の樹立と特性評価（〇川口太郎，吉川綾乃，松枝太都，原元気，松井久実，関本征史）
	P-89　汎用農薬のAhRおよびCYP1A1に対する作用（〇小池芽生，軽部梨香子，小松升和，金丸咲葵，塩澤みなみ，原島小夜子，川西優喜，八木孝司，椎崎一宏）
	P-90　別府湾底質柱状試料のAhRアゴニスト活性プロファイリング（〇鈴木剛，道中智恵子，Hoang Quoc Anh，渡邊功，加三千宣，高橋真）

	P-91～105 毒性・生態毒性
	P-91　アセナフテンの曝露量の変動が雄ラットに及ぼす毒性影響（〇加藤史也，池田菜央，秋元貴尋，岩田汐央，田中杏苗，佐藤海斗，石井敦大，畠山太一，渡辺元，太田亮，柳澤利枝，小池英子，鈴木規之，川口真以子）
	P-92　気管内投与した酸化インジウムスズのラット肺胞腔内での量的・質的変化と毒性影響（〇後藤裕子，武田知起，山野荘太郎，鈴木正明，馬場本絵未）
	P-93　周産期のBDE-209摂取がラットの社会行動と甲状腺ホルモンに及ぼす影響（〇和田博美，野見山桂，田上瑠美，水名口結衣）
	P-94　培養細胞を用いたポリエチレンイミン共存下における農薬の毒性評価（〇四ノ宮美保，小澤美優香）
	P-95　抗アンドロジェン物質は赤血球造血を抑制し得る: ウズラにおけるアンドロジェンとヘマトクリット値の関連について（〇小林翔平，渡辺元）
	P-96　ビスフェノールAがゼブラフィッシュの脳形成に与える影響（〇西江友美，吉村一輝，中本茉那，寺口夏樹，大森駿一，日比正彦，平澤明，高田達之）
	P-97　環境化学物質のメダカに対する甲状腺系かく乱作用の影響解析（〇國行亜紀，豊田賢治，荻野由紀子，小野純佳，中村文音，井口泰泉，宮川信一）
	P-98　抗うつ薬および抗精神病薬のメダカへの行動影響（〇長江真樹，富田将基，松田莉奈，飯野大輔，莚平裕次，村田良介，中田典秀，宮川信一，井原賢，征矢野清）
	P-99　Transcriptome analysis of ecdysteroid signaling pathway in the estuarine mysid Americamysis bahia（〇Masashi HIRANO，Masaya UCHIDA，Nobuaki TOMINAGA，Koji ARIZONO，Hiroshi ISHIBASHI）
	P-100　RNA-seq analysis of the digestive gland transcriptome in mussel treated with naturally occurring 1,3,7-tribromodibenzo-p-dioxin（〇Masashi HIRANO ，Masaya UCHIDA ，Jun KOBAYASHI ，Hiroshi ISHIBASHI ）
	P-101　抗真菌剤クロトリマゾールの水生生物に対する短期慢性毒性試験（〇安達竜太，松浦武，溝口直洋，井上仁美，小野美香，吉川真弓）
	P-102　作用機構分類に基づいた殺虫剤のオオミジンコ及び魚類に対する急性慢性毒性比の検討（〇杉浦智子，渡部春奈，山岸隆博，松崎加奈恵，長尾明子，大野浩一，山本裕史）
	P-103　密度効果を考慮したオオミジンコの個体群増加率への亜鉛とLASの影響評価（〇眞野浩行，篠原直秀）
	P-104　ネオニコチノイド系農薬代謝物のメダカへの長期曝露の影響とその評価方法について（〇甲斐穂高，水谷拓海，山口雅裕，岡芳樹）
	P-105　環境DNAを用いた丹沢山地におけるハコネサンショウウオ及びヒガシヒダサンショウウオの分布調査（〇中山駿一，長谷部勇太）

	P-106～109 生物蓄積
	P-106　イオン性化学物質の生物濃縮係数とタンパク結合定数との関係について（〇磯本怜佳，櫻井健郎，小林淳）
	P-107　LC-MS/MSを使用した魚中リン酸エステル系難燃剤の分析検討及び環境中濃度レベルの把握について（〇栫拓也，羽賀雄紀 ，坂本和暢，中越章博，松村千里，東條俊樹，長谷川瞳 ，加藤みか，西野貴裕）
	P-108　瀬戸内海の環境および生物相に残留するダイオキシン類縁化合物のターゲットスクリーニングと起源解析（〇後藤哲智，Nguyen Minh Tue，田辺信介，国末達也）
	P-109　環境省水銀分析マニュアルの前処理方法を用いた魚類中セレンの分析（〇丸本幸治，丸本倍美）

	P-110～117 有機化学物質（水環境）
	P-110　色素中の特定芳香族アミン類の分析法開発及び実態調査（〇河上強志，小濱とも子，田原麻衣子，五十嵐良明）
	P-111　感熱紙由来化学物質の沿岸域における分布状況（〇山田建太，小川浩，寺崎正紀，牧野正和）
	P-112　九州北部における向精神薬の河川水中濃度と下水処理前後での残留状況（〇濵﨑みなみ，黒木瑞希，長江真樹，岡田二郎，高尾雄二）
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