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１．序文 

 

 

 

 

後日、座長に記載いただく。 

   

 

新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会 座長 中島 健   

 



 イメージ  Ver0728  

5 
 
 

 

 

２．福島第一原子力発電所事故の検証について 

（１）検証の目的 

福島第一原子力発電所事故の検証は、国会や政府等でも行われたが、様々な立場から事故を徹底的

に検証し、原子力発電所の安全性を継続的に向上させる努力が重要である。 

新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会（以下「技術委員会」という。）では、福島第

一原子力発電所事故の直後から、事故の状況を確認し議論を行ってきたが、平成 24 年３月 22 日に

新潟県知事から、福島第一原子力発電所事故の検証（以下「原発事故の検証」という。）の要請を受

け、柏崎刈羽原子力発電所の安全に資することを目的として原発事故の検証を実施してきた。 

技術委員会の任務は、検証から得られた課題・教訓を柏崎刈羽原子力発電所の安全性の向上につな

げることである。本報告は、これまで行ってきた原発事故の検証から柏崎刈羽原子力発電所の安全に

資する課題・教訓を中心に抽出してとりまとめた。今後、本報告で上げた課題・教訓に対する事業者

等の対応状況を確認していくことが重要と考える。 

また、様々な立場から事故を徹底的に検証するとともに、海外の知見なども踏まえて、原子力発電

所の安全性を継続的に向上させる努力が重要である。今後、原発事故等に関する新たな知見が得られ

た際には、それらを踏まえて事業者等の対応状況を確認することも重要と考える。 

なお、技術委員会は新潟県に対し、原子力発電所の安全管理に関する事項について助言・指導する

委員会であり、原子力発電所の安全管理に関わる分野の専門家で構成されている。このため、原子力

発電所内の設備や事故の状況、東京電力の事故対応に関する事項を中心に検証を行った。 

（２）検証の経緯 

技術委員会における原発事故の検証の主な経緯は次のとおりである。なお、検証の経緯の詳細につ

いては参考資料１「原発事故の検証の経緯、視察調査の概要」、検証の経緯の概念図については参考

資料２「原発事故の検証の流れ」に整理した。 

   

① 平成 24 年度：原発事故の検証開始 

福島原発事故独立検証委員会［民間事故調］、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会［国

会事故調］、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会［政府事故調］及び福島

原子力事故調査委員会［東電事故調］の報告書について説明を受けた他、福島第一原子力発電所

等の現地視察を行った。また、これらを踏まえて原子力災害の原因と事故対応における課題等に

ついて議論し、表１の項目について課題を抽出した。なお、多様な意見がある重要項目等（表２）

については、福島事故検証課題別ディスカッションにおいて引き続き議論を継続することとした。 

 

 

 

 

 

 



 イメージ  Ver0728  

6 
 
 

 

 

表１ 福島第一原子力発電所事故を踏まえた課題の項目 

１ シビアアクシデント対策 ２ 地震対策 

３ 津波対策 ４ 新たに判明したリスク 

５ 放射線監視設備、SPEEDI システム等の在り方 ６ 発電所内の事故対応 

７ 過酷な環境下での現場対応 ８ 原子力災害時の情報伝達、情報発信 

９ 原子力災害時の重大事項の意思決定 10 原子力安全の取り組みや考え方 

 

② 平成 25 年度：福島事故検証課題別ディスカッション開始 

議論を効率的に進めるため、表２の課題について、委員２～３名による福島事故検証課題別デ

ィスカッション（以下「課題別ディスカッション」という。）を開始した。議論の状況について

は、適宜、技術委員会において確認するとともに、課題５「高線量下の作業」の議論を踏まえた

提言（参考資料３「高線量下の作業の提言」）をとりまとめた。 

なお、課題１については、福島第一原子力発電所の現地調査を２回実施した。 

表２ 課題別ディスカッションの課題と開催回数 

課 題 名 開催回数 

課題１ 地震動による重要機器の影響 13 回 

課題２ 海水注入等の重大事項の意思決定 ６回 

課題３ 東京電力の事故対応マネジメント ６回 

課題４ メルトダウン等の情報発信の在り方 ７回 

課題５ 高線量下の作業 ４回 

課題６ シビアアクシデント対策 ４回 

 

③  平成 28 年度：東京電力ＨＤ・新潟県合同検証委員会設置 

新潟県及び東京電力は、東京電力ＨＤ・新潟県合同検証委員会（以下「合同検証委員会」とい

う。）を設置し、メルトダウン等の情報発信の在り方など、課題別ディスカッションの一部項目

について検証を実施した。合同検証委員会は、平成 30 年５月に検証結果報告書をとりまとめた。 

 

④  随時：様々な機関の事故検証報告書の確認 

技術委員会の原発事故の検証の参考とするため、先に述べた４つの事故調査委員会（民間事故

調・国会事故調・政府事故調・東電事故調）を含め、様々な機関において行われている福島第一

原発事故の検証報告書（表３）について説明を受けて確認した。 

表３ 技術委員会で確認した事故検証報告書 

１ 福島原発事故独立検証委員会調査・検証報告書（民間事故調） 

２ 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会報告書（国会事故調） 

３ 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会報告書（政府事故調） 

４ 福島原子力事故調査報告書（東電事故調） 

５ 東京電力福島第一原子力発電所事故の分析中間報告書（原子力規制委員会） 

６ 福島原子力事故における未確認・未解明事項の調査・検討結果（東京電力） 

７ 福島第一原子力発電所事故：未解明事項の調査と評価（原子力学会） 

８ 東京電力ＨＤ・新潟県合同検証委員会検証結果報告書（合同検証委員会） 
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３．福島第一原発事故を踏まえた課題・教訓等（検証結果） 

 

 平成 23年３月 11日、東北地方太平洋沖で地震が発生した。地震の規模はマグニチュード 9.0 で、日

本周辺における観測史上最大の地震であった。また、地震により巨大な津波が発生し、東北地方や関東

地方の太平洋沿岸部を襲った。福島第一原子力発電所では運転中の１～３号機は地震直後に緊急停止し

たが、地震や津波のため多くの電源が喪失するなどして、原子炉を冷却することができなくなった。発

電所内の線量が上昇する等の過酷な状況の中、事業者は事故の進展を防ぐことができず、福島第一原子

力発電所は国際原子力事象評価尺度（INES）において最悪となるレベル７の原子力事故に至った。 

 

柏崎刈羽原子力発電所は福島第一原子力発電所と、立地状況や原子炉の型式等が異なるものの、同じ

事業者が運営する原子力発電所であり、原発事故の検証から得られる課題や教訓を、今後、柏崎刈羽原

子力発電所の安全性の向上に生かすことは重要である。 

 技術委員会では、福島第一原子力発電所を３回視察調査した他、様々な事故検証報告書を確認するこ

とにより、原発事故の状況等を確認した。特に、① 原発事故の直接的な原因となった地震や津波に関

する事項（項目(1),(2)）、② 事故の進展を防ぐことができなかった発電所内外の事業者等の対応（項

目(3),(4)）、③ 事前の備えが不十分であったシビアアクシデント等への対策・対応（項目(5),(6)）、

④ 疑念を持たれた情報伝達・情報発信や関係設備（項目(7),(8)）、⑤ 原発事故を経験して改めて認識

された原子力発電所のリスクや原子力安全の考え方（項目(9),(10)）については課題が多いと考え、事

業者等から設備や事故対応の状況について詳細な説明を受けて議論を重ねてきた。 

 

本報告は、４つの事故調査委員会の報告書等から抽出した課題、課題別ディスカッションの議論から

得られた課題や議論の内容、高線量下の作業に係る提言及び合同検証委員会がとりまとめた教訓（技術

委員会として合意できるもの）等を、表４の 10 項目（表１の項目を並び替えたもの）に整理し、福島

第一原発事故を踏まえた課題・教訓等としてとりまとめた。 

また、今後の事業者等の対応の確認に資するため、課題・教訓が新規制基準等においてどのような対

応がなされているか、参考資料４「課題・教訓への対応状況」に整理した。 

なお、原子力防災に係る事項については、現在、「新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証委員

会（平成 29 年８月設置。以下「避難委員会」という。）において安全な避難方法について検証を行うこ

ととなり、技術委員会で抽出した課題・教訓の内、防災対策に関する事項については、別項目「防災対

策に係る事項」に整理した。 



 イメージ  Ver0728  

8 
 
 

 

 

 

 

表４ 検証項目と内容 

検証項目 主な内容 

（１） 地震対策 

地震動による重要機器（１号機非常用復水器（IC））の損傷の可能

性について議論。また、緊急時対策所（免震重要棟）の設備等につい

て議論して課題を抽出 

（２） 津波対策 

津波の遡上以外による１号機非常用電源設備の機能喪失の可能性

について議論。また、電源盤・ポンプ・非常用電源の配置等について

議論して課題を抽出 

（３） 発電所内の事故対

応 

原発事故時の発電所内の事業者の事故対応の問題について議論。ま

た、非常用設備の活用、ベント操作等について議論して課題を抽出。

合同検証委員会の教訓についても記載 

（４） 原子力災害時の重

大事項の意思決定 

原子炉への海水注入や格納容器ベント等の原子力災害時の重大事

項の意思決定の問題について議論。また、非常用復水器（IC）の操作

等について議論して課題を抽出 

（５） シビアアクシデン

ト対策 

格納容器ベントや消防車による代替注水、計測系等のシビアアクシ

デントに係る問題について議論。また、減圧・注水・除熱設備の在り

方等について議論して課題を抽出 

（６） 過酷な環境下での

現場対応 

被ばく線量限度や放射線量上昇時の事故対応・支援活動等の問題に

ついて議論。また、原子力災害のための専門組織等について議論して

課題を抽出 

（７） 放射線監視設備、

SPEEDI システム等

の在り方 

原発事故時に役割を果たすことができなかった放射線監視設備、

SPEEDI システム、オフサイトセンターについて議論して課題を抽出 

（８） 原子力災害時の情

報伝達、情報発信 

メルトダウン等の情報発信の在り方等の問題について議論。また、

災害時の情報発信、住民への情報伝達等について議論して課題を抽

出。合同検証委員会の教訓についても記載 

（９） 新たに判明したリ

スク 

原発事故により改めて認識されたリスク（使用済燃料プール、集中

立地、共通要因故障、残余のリスク）への対応について議論して課題

を抽出 

（10） 原子力安全の取り

組みや考え方 

原発事故を踏まえて、規制機関や事業者の在り方（原子力安全ため

に目指すべき姿）、原子力安全文化の構築について議論して課題を抽

出 
 

防災対策に係る事項 

原子力防災対策に係る事項として、SPEEDI システム、オフサイトセ

ンター、災害時の情報発信等の課題を記載（原子力防災対策に係る事

項は避難委員会で検証） 
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（１）地 震 対 策 

 

【概括】 

（背景） 

福島第一原子力発電所事故において、地震動により重要設備（１号機非常用復水器（以下、「IC」

という。）等）が損傷した可能性は否定できないとの指摘がある。 

（検証内容） 

技術委員会では、福島第一原子力発電所の視察を行うとともに、４つの事故調査委員会の報告につ

いて説明を受けて議論し、地震対策の課題を抽出した。 

また、課題別ディスカッションでは、IC が設置されている福島第一原子力発電所１号機の原子炉建

屋の現地調査を行った。また、プラントデータや解析結果、逃し安全弁（SR 弁）の動作状況等につい

て確認し、地震動により IC 等の重要機器が損傷した可能性について議論するとともに、議論を踏ま

えた課題をとりまとめた。 

（検証結果） 

技術委員会では、４つの事故調査委員会の報告を踏まえ「安全性確保に照らし送電・変電網を含む

耐震 B C クラスの設備の見直しが必要。」等の課題を抽出した。 

また、課題別ディスカッションでは、「地震動により IC等の設備が損傷した客観的証拠は確認して

いないが、損傷はなかったとする決定的な根拠がなく、損傷の可能性について完全には否定すること

はできない。」との見解に至り、「特に重要配管については基準地震動に対する耐震性について十分に

確認する必要がある。」等の課題をとりまとめた。 

本項目の【課題・教訓】及び【議論の内容】を以下に記載した。 

 

※ 地震動による重要機器の影響の議論のうち、１号機非常用電源設備に関係する議論については、

次の(2)津波対策の項目に記載した。 

 

【課題・教訓】 
（ ）は対応すべき機関 

ア．事故調査報告書等から抽出した課題  

４つの事故調査委員会の報告を踏まえ、「緊急時対策所（免震重要棟）の設備」、「設備の耐震性向

上」について課題を抽出した。 

①「緊急時対策所（免震重要棟）の設備」 

○ 気密性、遮蔽性の確保の他、要員の長期対応に必要な居住性にも配慮すること。（事業者） 

○ 津波等、地震以外の自然災害にも対応できる施設であること。（事業者） 

○ 入退域管理や資機材調達等の後方支援を含めた運用方法を確立すること。（事業者） 

○ 事故対応の拠点となる施設であり、原子力施設上の重要度分類に位置づけること。（国） 

 

地震動による重要機器の影響（１号機非常用腹水器

（IC）に関する事項）は議論継続中。 

課題１の内容は、現在の時点報告を基に記載した。 
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② 「設備の耐震性向上」 

〇 安全性確保に照らし送電・変電網を含む耐震 B C クラスの設備の見直しが必要。（国） 

 

イ．議論の深堀により確認した課題等  ※ 議論の内容は、P10【議論の内容】を参照 

①「１号機非常用復水器（IC）の議論を踏まえた対応」（課題１） 

○ 福島第一原発事故時の地震動は概ね基準地震動を下回ったが、地震動による配管等の損傷の

可能性が否定できないことから、特に重要配管については基準地震動に対する耐震性につい

て、十分に確認する必要がある。（事業者） 

○ 地震応答解析はモデル化の方法等により解析結果が異なる。振動台実験時の実際値と解析値

を比較するなどして地震応答解析の妥当性について検討するべきでないか。（事業者） 

○ 格納容器からの水素の漏洩を想定し、格納容器外での水素爆発の防止対策をとる必要がある。 

（事業者） 

○ 格納容器トップヘッドフランジ部、格納容器ペネトレーションについては、温度や圧力条件

により、どの程度漏えいが発生するか確認する必要がある。（事業者） 

○ 柏崎刈羽原発においても、重要な弁に関して P＆ID （配管等の設計図面）と実機との間に食

い違いがないかを確認し、予め現場と一致した図面等を整備しておくこと。（事業者） 

     

【議論の内容】※ 詳細については、参考資料５参照 

国会事故調は、地震動により重要機器（１号機非常用復水器（IC））が損傷した可能性を指摘して

いる。一方で、政府事故調等は、報告書をとりまとめた時点において、地震動により重要機器が損傷

した事実は確認していないとしている。その後、国会事故調等の指摘を踏まえ、原子力規制委員会が

技術的な検討を行い、中間報告書をとりまとめているが、地震動により重要機器が損傷した事実は確

認していないとしている。 

 技術委員会では、地震動の重要機器（１号機非常用復水器（IC））の影響について議論した。 

 

・表５の項目について議論した結果、『地震動により非常用復水器(IC)系統の設備が損傷した客観的

証拠は確認していない。一方で、損傷はなかったとする決定的な根拠がなく、損傷の可能性について

完全には否定することはできない』との見解に至った。 
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表５ 議論した項目 

 項   目 議論のポイント 

a. 
１号機原子炉建屋４階内部の状況 

（現地調査） 
IC 配管等の損傷はないか。 

b. １号機原子炉建屋４階内部の放射線量  
IC 配管の損傷により放射能が漏えいして高線

量となっている場所はないか。 

c. プラントデータ並びに解析結果  
IC 配管の損傷が疑われるデータや解析結果は

ないか。 

d. 水素の漏洩経路・着火源・爆発起点  
水素漏出・蓄積先は５階だけか、IC が設置さ

れている４階はなかったか。 

e. １号機原子炉建屋４階における出水事象 
本当に燃料プールの水か。IC 戻り配管からの

出水ではないか。 

f. 逃し安全弁（SR 弁）の動作状況 
IC 配管損傷などにより、不作動だったのでは

ないか。 
 

各項目に対する委員見解は次のとおりである。 
 

a.１号機原子炉建屋４階内部の状況（現地調査） 

・原子炉建屋内は線量が高く瓦礫が散乱しているため、限定的な調査しかできず、全ての配管

の損傷の有無を目視にて確認することは困難な状況であった。 

b.１号機原子炉建屋４階内部の放射線量 

・IC が設置されている１号機原子炉建屋４階は２号機原子炉建屋５階の放射線量より低いも

のの、数 10mSv/h の高い場所がある。東京電力が示している放射線量のみをもって、１号

機原子炉建屋４階で高い放射能を含むガスの漏洩がなかったと判断することはできない。 

c.プラントデータ並びに解析結果 

・計測されたプラントデータ及び格納容器内の微小の漏洩口を仮定した格納容器圧力の解析結

果からは、全電源喪失までに大きな損傷を示すデータは確認されていないが、解析結果には

不確かさがある。また、解析結果は、格納容器外の損傷を否定する根拠とはならず、格納容

器が健全でなければ格納容器内の配管の損傷を否定する根拠ともならない。格納容器内の損

傷、格納容器内外の配管の微小な損傷の発生と全電源喪失後にその損傷の拡大する可能性を

否定することはできない。 

・東京電力の地震応答解析は、配管支持装置などは正常であるという前提でなされており、評

価基準値を満たしていることにより、地震動の影響がなかったと即断することはできない。 
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d.水素の漏洩経路・着火源・爆発起点 

・５階からの爆風のみで４階の内部が大きく損傷するとは考えにくい。５階床の機器ハッチの

蓋が所在不明なこと、５階には熱源も電気もないことを考慮すると爆発起点は５階よりも４

階の可能性が高い。 

・東京電力が実施した水素爆発解析は、様々な仮定はあるものの全体的な状況を推定するため

の解析結果としては理解できる。一方で、解析結果の妥当性や解析結果と実際の状況との整

合性を判断することは困難であること等から、解析結果による水素の漏洩経路や爆発起点の

特定には限界がある。 

e.１号機原子炉建屋４階における出水事象 

・東京電力などが出水箇所としている溢水防止チャンバは、水素爆発により損傷した可能性が

あり、その変形をもって出水の流出箇所と断定することはできない。断定するためには、溢

水防止チャンバが地震動により損傷することを実験等で実証する必要がある。 

・溢水防止チャンバ以外の出水箇所として、ICの戻り配管内の溜まり水が考えられる。 

なお、国会事故調の調査では、地震直後に蛍光灯の照明が脱落し、４階は真っ暗になったと

いう証言を得ており、それが事実なら、噴出したものが水だったか蒸気だったかは判断でき

ない。 

f.逃し安全弁（SR 弁）の動作状況 

・１号機 SR 弁の作動音を聞いた運転員は１人もいない。一方で、２号機では運転員が地鳴り

のような作動音を聞いている。３号機でも作動音が確認されており、１号機 SR弁が動作して

いない可能性がある。 

・SR 弁不作動の原因としては、例えば、IC 配管を含む原子炉系配管の破損（小規模 LOCA）に

よる原子炉圧力の低下や、SR 弁の開固着等が考えられる。 

・全電源喪失後の炉圧の実測データがほとんどないため、全電源喪失後に１号機の SR 弁が作

動したと断定することはできない。 

 福島第一原発１号機原子炉建屋の現地調査 
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（２）津 波 対 策 

  

【概括】 

（背景） 

福島第一原子力発電所事故において、地震動により重要設備（１号機非常用電源設備（以下「非常

用電源設備」という。）等）が損傷した可能性は否定できないとの指摘がある。 

（検証内容） 

技術委員会では、福島第一原子力発電所の視察を行うとともに、４つの事故調査委員会の報告につ

いて説明を受けて議論し、津波対策の課題を抽出した。 

また、課題別ディスカッションでは、非常用電源設備が設置されている福島第一原子力発電所１号

機のタービン建屋の現地調査を行うとともに、津波の到達時刻、交流電源喪失のプロセス等について

確認を行い、津波の遡上以外の要因により非常用電源設備が機能喪失した可能性について議論すると

ともに、議論を踏まえた課題をとりまとめた。 

（検証結果） 

技術委員会では、４つの事故調査委員会の報告を踏まえ「過去に発生した津波から得られる知見か

ら、襲来し得る津波を評価すること。」等の課題を抽出した。 

また、課題別ディスカッションにおいては、「津波の遡上・浸水以外の要因による非常用電源設備

の機能喪失に関して、物的証拠となるようなものは確認できていない。一方で、津波以外の要因で電

源喪失した可能性を否定することはできない。」との見解に至り、「循環水系、補機冷却系や D/G 冷却

系配管などの地震動に対する損傷防止対策又は損傷して内部溢水した場合の対策をとる必要がある

のではないか。」等の課題をとりまとめた。 

本項目の【課題・教訓】及び【議論の内容】を以下に記載した。 

 

【課題・教訓】 
 （ ）は対応すべき機関 

ア．事故調査報告書等から抽出した課題  

４つの事故調査委員会の報告を踏まえ、「電源盤、ポンプ、非常用電源の配置の考え方」、「防潮

堤、水密化などの津波対策」について課題を抽出した。 

① 「電源盤、ポンプ、非常用電源の配置の考え方」 

○ 津波等の共通要因で機能喪失しない配置とすべき。津波以外(火災，地震，テロ)も考慮す

ること。（事業者） 

○ 浸水経路を特定し、設備への影響を把握すること。（事業者） 

○ 想定する津波高さに対する施設の裕度の考え方を整理すること。（国） 

②「防潮堤、水密化などの津波対策」 

○ 過去に発生した津波から得られる知見から、襲来し得る津波を評価すること。（事業者） 
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○ 津波警報発生時における屋外活動の体制を構築すること。（事業者） 

○ 津波対策施設についても重要度分類の基準を設けること。（国） 

 

イ．議論の深堀により確認した課題等 ※ 議論の内容は、P14【議論の内容】を参照 

①「１号機非常用電源設備の議論から得られた必要な対策」（課題１） 

   （柏崎刈羽原子力発電所について） 

○ 循環水系、補機冷却系や D/G 冷却系配管などの地震動に対する損傷防止対策又は損傷して内

部溢水した場合の対策をとる必要があるのではないか。(事業者) 

○ 津波による圧力波により放水路やポンプなどの機器が損傷する可能性についても十分な考慮

をすべきである。(事業者) 

〇 津波により、D/G 冷却系の海水ポンプに過負荷や過電流が発生して停止しても、電源の確保

ができるよう対策をとる必要があるのではないか。(事業者) 

（福島第一原子力発電所について） 

〇 東京電力 HD は、今後、M/C や循環水系、D/G 冷却系配管などの状態について確認し、記録

をとりながら廃炉作業を進めることが望まれる。同時に、本ディスカッションにおいて議論

した、事故の痕跡が残っている可能性がある M/C などの設備については保存が望まれる。 

(事業者) 

 

【議論の内容】※ 詳細については、参考資料６参照 

国会事故調は、津波以外の要因により、１号機非常用電源設備が機能喪失した可能性を指摘し

ている。一方で、政府事故調等は、報告書をとりまとめた時点において、津波により機能喪失し

たとしている。その後、国会事故調等の指摘を踏まえ、原子力規制委員会が技術的な検討を行い、

中間報告書をとりまとめているが、津波の遡上により機能喪失したとしている。 

技術委員会では、地震動や津波の重要機器（１号機非常用電源設備）の影響について議論した。 

 

・表６の項目について議論した結果、『津波の遡上・浸水以外の要因による非常用電源設備の

機能喪失に関して、物的証拠となるようなものは確認できていない。一方で、津波以外の要因

で電源喪失した可能性を否定することはできない。』との見解に至った。 
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  表６ 議論した項目 

 項   目 議論のポイント 

a. 津波の到達時刻 津波の発電所敷地への到達時刻はいつか。 

b. 
過渡現象記録装置の電圧・電流データと交流

電源喪失のプロセス 
交流電源喪失に津波以外の影響はないか。 

c. 
循環水系、補機冷却系、ディーゼル発電機

（D/G）冷却系配管などへの影響 

内部溢水により電源が喪失した可能性はな

いか。 
 

各項目のまとめは次のとおりである。 

a.津波の到達時刻 

・ 波高計位置の津波の時刻歴波形、連続写真、過渡現象記録装置の記録、津波シミュレーション

結果（波高計位置修正後）などを基に検討したが、津波が発電所敷地や１号機タービン建屋に

到達した正確な時刻を断定するだけの精度のある値は得られていない。それらの正確な時刻を

断定することは困難であるが、その時刻を伊東良徳氏は 15 時 38 分台とし、鈴木元衛委員は

15 時 37 分台と推定している。なお、東京電力 HD は、15 時 36 分台と推定している。 

・ タービン建屋大物搬入口に最も早く到達する東電の津波シミュレーション結果を用いても、１

号機 A 系の非常用交流電圧が喪失する原因となった事象は、津波が建屋内の電源盤（M/C）に到

達する以前に生じた可能性がある。 

b. 過渡現象記録装置の電圧・電流データと交流電源喪失のプロセス 

・ ディーゼル発電機（D/G）や電源盤（M/C）の電圧・電流値の変化、電源設備が設置されている

タービン建屋の浸水経路を確認した。また、１号機タービン建屋内の現地調査を行い、東京電

力等の説明（M/C1C が海水の浸漬により停止）は、交流電源喪失の１つのプロセスとして成立

する可能性があることを確認した。 

・ 一方で、地震による循環水系や、補機冷却系、D/G 冷却系配管の損傷による内部溢水など、 

他の交流電源喪失のプロセスを否定することはできない。 

c. 循環水系、補機冷却系、ディーゼル発電機（D/G）冷却系配管などへの影響 

・ 現時点では、１号機タービン建屋地下階の現

場調査ができないため、循環水系、や補機冷

却系、D/G 冷却系配管などの地震動による損

傷の有無は確認できていない。 

・ 放水路に発生した圧力波が伝播していき、海

水ポンプモーターに過負荷や過電流を発生さ

せた可能性を否定するだけの判断材料はない。  

福島第一原発１号機タービン建屋の現地調査 
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（３）発電所内の事故対応 

 

【概括】 

（背景） 

福島第一原子力発電所事故時には、３号機において原子炉へ注水する高圧注水系から低圧注水系へ

の切り替えに失敗した。また、その失敗を㏿やかに発電所長に報告しないなど、発電所内の事故対応

に様々な問題が見られた。 

（検証内容） 

技術委員会では、福島第一原子力発電所の視察を行うとともに、４つの事故調査委員会の報告につ

いて説明を受けて議論し、発電所内の事故対応の課題を抽出した。 

また、課題別ディスカッションでは、３号機の注水系統の切り替え判断、判断や指示の指揮系統等

について確認を行い、東京電力の事故対応マネジメントについて議論するとともに、議論を踏まえた

課題をとりまとめた。 

更に、この議論と関連する合同検証委員会の検証結果について説明を受けて確認した。 

（検証結果） 

技術委員会では、４つの事故調査委員会の報告を踏まえ「全電源喪失等を想定した手順書の整備や、

現場対応を含めた訓練が必要」等の課題を抽出した。 

また、課題別ディスカッションにおいては、「発電所対策本部の発電班は３号機の注水系統の切替

え作業について、手順書の範囲を超えているにもかかわらず発電所長へ報告せず、手順書以外の臨機

の対応を組織的に検討しなかった。」、「協力企業との協力体制、重機や消防車の運転操作など東電社

員の事故対応能力が不十分であったため、事故直後に迅㏿な事故対応ができなかった。」等の問題点

を確認し、「議論を踏まえた対応が必要」との課題をとりまとめた。 

更に、合同検証委員会がとりまとめた「福島第一原子力発電所事故で発生した事象やさらなる過酷

事象を想定した安全対策と事故時運転操作手順書等を整備し、訓練等を踏まえた検証・評価・改善を

継続的に繰り返すことが望まれる。」等の教訓についても、柏崎刈羽原発の安全対策の確認に生かす

べきと考える。 

本項目の【課題・教訓】及び【議論の内容】を以下に記載した。 

 

【課題・教訓】 
（ ）は対応すべき機関 

ア．事故調査報告書等から抽出した課題  

４つの事故調査委員会の報告を踏まえ、「非常用設備の活用」、「ベント操作等の対応」、「発

電所内のコミュニケーション」、「事故対応のバックアップ」について課題を抽出した。 
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① 「非常用設備の活用」 

○ 電源喪失時のインターロックなど、システムの考え方の再整理が必要。（事業者） 

○ 全電源喪失等を想定した手順書の整備や、現場対応を含めた訓練が必要。（事業者） 

②「ベント操作等の対応」 

○ ベント等の非常用設備・安全設備の操作が電源喪失時にも行えるよう設備の改良が必要。 

（事業者） 

○ 全電源喪失等、駆動源を喪失した場合を想定した手順書の整備や、現場対応を含めた訓練が

必要。（事業者） 

③「発電所内のコミュニケーション」 

○ 電源喪失時、自然災害時にも使用できる情報伝達手段の構築が必要。（事業者） 

○ 全電源喪失等を想定した体制の整備や、現場対応を含めた訓練が必要。（事業者） 

④「事故対応のバックアップ」 

〇 事故対応に必要な要員や資機材を、発電所外からどのように支援すべきか検討が必要。 

（事業者） 

 

イ．議論の深堀により確認した課題等 ※ 議論の内容は、P18【議論の内容】を参照 

①「東京電力の事故対応マネジメントの議論を踏まえた対応」（課題３） 

○ 「a.３号機の注水系統の切り替え判断」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

○ 「b.判断や指示の指揮系統」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

   ○ 「c.東京電力から外部への連絡」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

○ 「d.免震重要棟の機能」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

○ 「e.１号機水素爆発を踏まえた対応」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

○ 「f.想定外事象への対応」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

     

 ウ．合同検証委員会の検証を踏まえた教訓 

①「事故時運転操作手順書に基づく対応」に関する教訓 

〇 東京電力は、福島第一原子力発電所事故で発生した事象やさらなる過酷事象を想定した安全

対策と事故時運転操作手順書等を整備し、訓練等を踏まえた検証・評価・改善を継続的に繰

り返すことが望まれる。（事業者） 

〇 東京電力は、定型的な事故シナリオによる訓練だけでなく、常に、事故発生時の環境と事故

進展シーケンスに変則性を加味した様々な事象の訓練を継続して実施し、臨機応変な対応力

の向上に努めることが望まれる。（事業者） 
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【議論の内容】※ 詳細については、参考資料８参照 

a.「３号機の注水系統の切り替え判断」 

３号機において、ディーゼル駆動消火ポンプによる原子炉への注水へ切替えるため、高圧注水系

を停止させたがディーゼル駆動消火ポンプによる注水に失敗した。また、この失敗をすみやかに所

長に報告しなかった。これら注水系統の切替えに関する判断の問題について確認した。 

・発電所対策本部の発電班は３号機の注水系統の切替え作業について、手順書の範囲を超えている

にもかかわらず吉田所長へ報告せず、手順書以外の臨機の対応を組織的に検討しなかった。高圧

注水系（HPCI) の運転継続や消防車による代替注水など、次に起こる事象を予測した臨機の対応

を行っていれば、事故の進展を軽減できた可能性がある。このため、東京電力が行った３号機で

の注水切替えの判断及び切替え作業は適切ではなかった。 

・東京電力は、HPCI が使用圧力を下回ったため、タービンの破損と破損による原子炉蒸気の漏洩

により室内が汚染することを考慮し、HPCI を停止させたとしているが、タービンのケーシング

自体が破損するわけではなく、漏洩の可能性は低い。HPCI は原子炉蒸気をサプレッションチャ

ンバー（S/C）に導くため、原子炉の除熱にも寄与していた。HPCI を停止させたことにより原子

炉圧が上昇した。 

b.「判断や指示の指揮系統」 

事故対応では吉田所長が一人で発電所対策本部の全ての班を指揮する体制となっていた。一方で、

現場からの情報が吉田所長に的確に伝わっていないことがあった。発電所内や東電本店対策本部の

指揮命令系統は機能していたのか確認した。 

・吉田所長は、運転操作の詳細に関する知識を有しておらず、事故対応を発電班（当直）に任せて

おり、組織的な事故対応は行われていなかった。また、外部や本店との対応に追われ、現場から

適時に情報収集ができていなかった。 

・発電所対策本部の発電班は、３号機の注水の切替えに関して発電所対策本部内で情報共有せず、

吉田所長の認識と異なる注水切替えを実施するなど、発電所対策本部の指揮命令系統は機能して

いなかった。また、現場と発電所対策本部の通信手段（ＰＨＳ）が使用できなくなったことによ

り、迅㏿な情報伝達ができなかった。 

・ 発電所では事故対応要員が不足し、複数号機に対して同時に事故対応は行われていなかったた

め、事故直後は１号機の対応に人員が割かれ、２号機、３号機の対応は後回しになっていた。ま

た、協力企業との協力体制、重機や消防車の運転操作など東電社員の事故対応能力が不十分であ

ったため、事故直後に迅㏿な事故対応ができなかった。加えて複合災害、複数号機の同時被災を

想定した訓練が不十分であった。 
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・東京電力本店は、発電所の事故対応を阻害しないよう外部との調整を支援し、技術的に効果的な

助言・指示を行うべきであるにもかかわらず、官邸の意向を発電所へ伝えるのみで、現場の事故

対応を混乱させた。また、本店から発電所への人員や資機材の支援体制が整備されていなかった

ため、発電所のニーズに合った支援はできなかった。 

c.「東京電力から外部への連絡」 

東京電力から外部機関への連絡の状況について確認した。 

・自然災害により避難している自治体へ、正確な情報を伝達できなかった。東京電力は、本店から

官邸や原子力安全・保安院へ連絡要員を派遣したが、連絡要員としての適切な役割を果たすこと

ができず、官邸から発電所長へ度々問い合わせや指示があった。 

d.「免震重要棟の機能」 

発電所対策本部が設置された免震重要棟の状況について確認した。 

・免震重要棟は、発電所対策本部として機能を果たしたが、放射線の遮蔽性、防護資機材や図書の

保管、仮眠スペース等が不十分だった。 

e.「１号機水素爆発を踏まえた対応」 

１号機で水素爆発を経験したにもかかわらず３号機の水素爆発を防げなかったことから、３号機

の水素爆発対策に関する対応について確認した。 

・１号機の爆発の経験を踏まえて、３号機での水素爆発対策が検討されたが、原子炉建屋の穴開け

の機器が到着する前に水素爆発が発生した。 

f.「想定外事象への対応」 

事前に想定した状況を超える事象への対応の状況について確認した。 

・東京電力の運転手順書及び手順書の範囲を超えた場合の訓練が不十分であったため、事故対応は

場当たり的な事故対応となった。 
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（４）原子力災害時の重大事項の意思決定 

 

【概括】 

（背景） 

福島第一原子力発電所事故時には、運転に関する判断は当直長か発電所長が行うこととなっていた

が、発電所長は原子炉への海水注水について社長の了解を得たうえで準備を指示した。また、官邸に

派遣された東京電力社員から海水注入中断の指示があるなどなど、重大事項の意思決定に様々な問題

が見られた。 

（検証内容） 

技術委員会では、福島第一原子力発電所の視察を行うとともに、４つの事故調査委員会の報告につ

いて説明を受けて議論し、原子力災害時の重大事項の意思決定の課題を抽出した。 

また、課題別ディスカッションでは、海水注入の意思決定、格納容器ベントの意思決定等について

確認を行い、意思決定について議論するとともに、議論を踏まえた課題をとりまとめた。 

（検証結果） 

技術委員会では、４つの事故調査委員会の報告を踏まえ「原子力災害時の重大事項の決定について、

経営への配慮等により遅れが生じないよう誰がどう対応すべきか検討すること。」等の課題を抽出し

た。 

また、課題別ディスカッションでは、「発電所長には複数の原子炉の状況報告だけでなく、官邸・

本店とのやりとりが集中しすぎ、的確に海水注入等の判断を行える状況でなはなかった。」、「格納容

器ベントの実施は、東京電力が事前に国の了解を得るなど、㏿やかに現場で意思決定がされていなか

った。また、格納容器ベントの際、東京電力はプレス文で放射性物質の放出を伝えないなど、住民の

安全を第一に考えた対応をしていなかった。」等の問題点を確認し、「議論を踏まえた対応が必要」と

の課題をとりまとめた。 

本項目の【課題・教訓】及び【議論の内容】を以下に記載した。 

 

【課題・教訓】                          
（ ）は対応すべき機関 

ア．事故調査報告書等から抽出した課題  

４つの事故調査委員会の報告を踏まえ、「海水注入等の意思決定」、「ベント操作の意思決定」につ

いて課題を抽出した。 

①「海水注入等の意思決定」 

○ 原子力災害時の重大事項の決定について、経営への配慮等により遅れが生じないよう誰がど

う対応すべきか検討すること。（国・事業者） 

○ 今回の事故における政府の危機管理が曖昧で、現実直視を欠き、適切な判断がなされなかっ

た。（国） 
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○ 経営上大きな影響のある廃炉につながる判断を躊躇なく行えるよう、廃炉となった場合の保

険制度などを整備すること。（国） 

②「ベント操作の意思決定」 

○ 住民避難の確認等、操作の前提となる事項の対応について整備すること。 

（国・県・事業者） 

○ 住民の被ばくにつながる操作の判断手続きを整備すること。（事業者） 

○ フィルタ・ベントの活用方法等を含め、事故当初、優先して取り組むべき作業、操作につい

て整理すること。（事業者） 

○ 住民、自治体、関係機関との情報伝達などの仕組みを含めた危機管理体制の在り方を検討す

ること。（事業者） 
 

イ．議論の深堀により確認した課題等 ※ 議論の内容は、P21【議論の内容】を参照 

①「海水注入等の意思決定の議論を踏まえた対応」（課題２） 

○「a.海水注入の意思決定」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

○「b.格納容器ベントの意思決定」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

○「c.非常用復水器(IC)の操作」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

 

【議論の内容】※ 詳細については、参考資料７参照 

a.「海水注入の意思決定」 

運転に関する判断は、当直長か発電所長がすることとなっていたが、原子炉への海水注入は廃炉

になることから、事故当時、吉田所長は清水社長の了解を得た上で海水注入の準備を指示していた。

また、武黒フェローの要請で表向きではあるが海水注入中断を指示した。意思決定に問題はなかっ

たのか、海水注入に係る経緯や状況を確認した。 

・吉田所長には複数の原子炉の状況報告だけでなく、官邸・本店とのやりとりなどが集中しすぎ、

的確に海水注入等の判断を行える状況ではなかった。３号機については海水注入準備を進めてい

たが、官邸からの電話に従い淡水注入に変更して作業の遅れを生じた。海水注入は、経験及び知

識が不足した人たちが経営等を考慮して意思決定していた。 

b.「格納容器ベントの意思決定」 

格納容器ベントの実施は、発電所長が判断することとなっていたが、総理大臣、経済産業大

臣の了解を得たり、政府から公表後に実施するよう指示を受けていた。意思決定に問題はなか

ったのか、格納容器ベントに係る経緯や状況を確認した。 
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・格納容器ベントの実施は、東京電力が事前に国の了解を得るなど、㏿やかに現場で意思決定がさ

れていなかった。また、格納容器ベントの際、東京電力はプレス文で放射性物質の放出を伝えな

いなど、住民の安全を第一に考えた対応をしていなかった。 

c.「非常用復水器(IC)の操作」 

1 号機は、地震発生後、非常用復水器(IC)により原子炉を冷却していたが、津波襲来後も、吉田

所長以下発電所対策本部では動作していると誤認し、原子炉の冷却が行われず事故が深刻化した。

吉田所長や発電所対策本部、運転員の判断に問題はなかったのか、非常用復水器（IC）の操作に関

する経緯や状況を確認した。 

・当直長は IC が動作していない可能性を認識していたが、津波襲来前の ICの弁が閉状態であった

ことを運転員の間で共有しなかった。発電班は ICの（豚の鼻からの（図１参照））蒸気の量が少

ないことを確認しながら動作状況に疑問を持たず、発電所対策本部と情報を共有しなかった。こ

のため、吉田所長以下発電所対策本部では、ICが動作していると誤認し、原子炉の冷却が行われ

ず事故が深刻化した。電源喪失後のＢ系の格納容器の内側の隔離弁が開であった可能性が高いこ

とから、電源喪失後Ｂ系は動作できた可能性があった。 

・１号機運転開始後、一度も IC の実動作確認をしていなかった。したがって、IC を運転した場合、

豚の鼻から轟音と共に蒸気が噴き出すことを知る者はいなかった。また、IC がフェイルクローズ

の設計になっており、電源喪失で動作しなくなる可能性が高いことを、運転員も発電所対策本部

も理解していなかった。 

 

図１ 非常用復水器（IC）の系統図 
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（５）シビアアクシデント対策 

 

【概括】 

（背景） 

福島第一原子力発電所事故時には、シビアアクシデントへの事前の備えが不十分であり、格納容器

ベントや消防車による代替注水が迅㏿に実施できなかった。また、原子炉水位が確認できなくなる等

の様々な問題が発生した。 

（検証内容） 

技術委員会では、福島第一原子力発電所の視察を行うとともに、４つの事故調査委員会の報告につ

いて説明を受けて議論し、シビアアクシデント対策の課題を抽出した。 

また、課題別ディスカッションでは、格納容器ベントの作業、消防車による代替注水、海外のシビ

アアクデント対策、計装系等について確認を行い、シビアアクシデント対策について議論するととも

に、議論を踏まえた課題をとりまとめた。 

（検証結果） 

技術委員会では、４つの事故調査委員会の報告を踏まえ「原子炉及び格納容器への注水及び除熱設

備はテロを含め、不測の事態においても確実に原子炉を冷却するため、設備の多様性を有すること。」

等の課題を抽出した。 

また、課題別ディスカッションでは、「東京電力は全電源喪失を想定した手順書を整備しておらず

訓練も行っていなかった。消防車による代替注水の一部は原子炉に注水されることなく他系統・機器

へ流れ込んでいた。代替注水時にバイパス流を防ぐ対策や、消防車のような可搬型設備を活用する対

策は考えていなかった。」等の問題や「海外の次世代型原子炉の加圧水炉（EPR）には溶融炉心を受け

とめて冷却するコアキャッチャーが設置されている。」等の事実を確認し、「議論を踏まえた対応が必

要」との課題をとりまとめた。 

本項目の【課題・教訓】及び【議論の内容】を以下に記載した。 

 

【課題・教訓】 
（ ）は対応すべき機関 

ア．事故調査報告書等から抽出した課題  

４つの事故調査委員会の報告を踏まえ、「減圧・注水・除熱設備の在り方」、「水位・温度等状態監

視設備の在り方」、「電源喪失を想定した手動操作化」、「水素対策設備、フィルタ・ベント設備」、「シ

ビアアクシデント対策に係る共通事項」について課題を抽出した。 

①「減圧・注水・除熱設備の在り方」 

○ 原子炉及び格納容器への注水及び除熱設備はテロを含め、不測の事態においても確実に原子

炉を冷却するため、設備の多様性を有すること。（事業者） 
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○ 原子炉への注水を適切に達成するために、原子炉の減圧機能の強化が必要。（事業者） 

②「水位・温度等状態監視設備の在り方」 

○ 電源喪失や高温・高圧下でも原子炉及び格納容器のパラメータが計測できるよう、計器及び

マン・マシンインターフェイスの整備が必要。（事業者） 

○ 仮に計器が使えなくなっても、他のパラメータ等により原子炉の状況を把握する手段の検討

が必要。（事業者） 

○ プラント状況が把握不能時の迅㏿な減圧・注水の判断の在り方の検討が必要。（事業者） 

③「電源喪失を想定した手動操作化」 

○ 電源喪失時にもベント等の非常用設備・安全設備の操作が、中央制御室外から多様な手段で

行えるよう改良が必要。（事業者） 

④「水素対策設備、フィルタ・ベント設備」 

○ 金属反応及び水の放射線分解で発生する水素を早期に燃焼若しくは排出する設備が必要。 

（事業者） 

○ 放射性物質の環境への放出を抑制するためにフィルタ・ベント設備等の設置が必要。 

（事業者） 

⑤「シビアアクシデント対策に係る共通事項」 

○ 全電源喪失等を想定した手順書の整備や訓練を行うこと。（事業者） 

○ シビアアクシデントに対応する要員や専門家の育成が必要。（国・事業者） 

○ シビアアクシデント対策やテロ対策を事業者だけに任せないこと。（国） 

 

イ．議論の深堀により確認した課題等 ※ 議論の内容は、P25【議論の内容】を参照 

①「シビアアクシデント対策の議論を踏まえた対応」（課題６） 

○「a.格納容器ベントの作業」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

○「b.消防車による代替注水」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

    ○「c.水素爆発」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

○「d.水素や放射性物質の漏洩箇所」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

○「e.海外のシビアアクシデント対策」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

○「f.シビアアクシデントを検知する計装系」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 
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【議論の内容】※ 詳細については、参考資料 11 参照 

a.「格納容器ベントの作業」 

格納容器ベントとは、格納容器が圧力で破損することを防ぐため、格納容器内を減圧する操作で

ある。格納容器ベントの作業などのソフト的な問題、計装用圧縮空気系の損傷の有無などのハード

的な問題について確認した。 

・東京電力は、全電源喪失対策を想定した手順書はなく、訓練も行っていなかった。ソフト的な対

応は全て電源がある状態で操作することを想定したものであった。また、高線量、照明の喪失、

通信途絶などの環境下での作業も想定していなかった。 

・複数号機で事故が発生したため、事故対応の責任者の発電所長に負荷が集中し、指揮命令系統が

錯綜し、現場での作業にも影響した。 

・格納容器圧力が圧力解放板の設定圧力に到達しないとベントできない仕様としており、プラント

の状況にあわせて柔軟にコントロールできるようになっていなかった。 

・全電源喪失までは、計装用圧縮空気系を含めて機能を喪失するような損傷はなかったが、電源喪

失後は、電動弁や空気作動弁に様々な問題点が存在した。（表７） 

 

表７ 全電源喪失後の電動弁や空気作動弁の問題点 

電 動 弁 遠隔操作が不可能となった。 

空気作動弁 

遠隔操作が不可能となった。（電磁弁の励磁不能・コンプレッサー停止） 

現場における手動「開」が不可能な設計であった。 

電磁弁の回路に不具合が発生したため、操作不能となった。 

ベント弁の操作により、ボンベの空気圧が低下し、開操作に必要な空気

圧が維持できなくなった。 

 

b.「消防車による代替注水」 

消防車による代替注水は、原子炉を冷却するための最終手段となったが、消防車により原子炉に

どの程度注水できたのか、適切な対応がとられていれば炉心溶融を防ぐことができたのか確認した。 

・東京電力は、消防車による代替注水は元々想定しておらず、漏洩も想定していなかった。 

また、原子炉等に実際に水を注水する試験も行っていなかった。消防車による代替注水の一部

は原子炉に注水されることなく他系統・機器へ流れ込んでいた。1990 年代に実施したシビアア

クシデント対策では、代替注水時にバイパス流を防ぐ対策や、消防車のような可搬型設備を活

用する対策は考えなかった。 
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・MAAP（シビアアクシデント解析コード）による解析では、消防車吐出量の１～４割程度が原子

炉へ注水されていたとすると、１～３号機の格納容器圧力を再現できる。１号機と３号機は、

消防車による注水が始まる以前に炉心損傷に至った可能性が高い。２号機は、バイパス流を防

ぎ適切に消防車による注水ができていれば炉心損傷が避けられた可能性がある。 

c.「水素爆発」 

原子炉が停止していた４号機の水素爆発の原因等について確認した。 

・停止していた４号機の水素爆発は、３号機の原子炉で発生した水素が非常用ガス処理系（SGTS）

を通じて、４号機原子炉建屋へ流入し、蓄積・爆発した可能性が高い。 

原子力規制委員会は、４号機の水素爆発が発生するには少なくとも 400kg の水素が必要として

いる。一方、使用済燃料プールの放射線分解による水素発生量は多く見積もっても３kgで、４

号機の水素爆発の主たる要因にならないとしている。なお、政府事故調は、３号機の水素発生

量は 800kg としている。 

・３号機は水素爆発に伴う炎が確認されていることから、MCCI（コアコンクリート反応）によっ

て水素以外にも一酸化炭素が発生している可能性がある。 

d.「水素や放射性物質の漏洩箇所」 

水素や放射性物質の漏洩箇所について確認した。 

・２号機格納容器の漏洩口は、気体は PCV（格納容器）ヘッドのフランジ部、液体は S/C（サプ

レッションチャンバー）の下部（連結配管含む）にある可能性がある。 

・１号機は原子炉建屋とタービン建屋間の貫通部から液体が漏洩していると考えられるが、詳細

な漏洩箇所は把握できていない。 

e.「海外のシビアアクシデント対策」 

米国では 2001 年に発生した同時多発テロを受けて、翌 2002 年に、米国の原子力規制委員会（NRC）

が「原子力施設に対する攻撃の可能性」に備えて各原発に可搬型設備の整備等、特別な対策(通称：

B.5.b)を義務づけたが、日本ではテロ対策を義務づけてはいなかった。福島第一原発事故前から実

施されている海外における水素爆発対策やテロ対策の状況、新型炉へのコアキャッチャーの設置状

況について確認した。 

・東京電力が B.5.b を把握したのは、福島第一原子力発電所の事故後であり、事業者が知り得る立

場になかった。東京電力は、テロ対策を検討する担当部署を設置していなかった。 

・米国では、福島第一原発事故以前に原子炉建屋の水素爆発の可能性について論じた論文があった。 

また、フィンランドでは、10 年以上前（福島第一原発事故以前）から格納容器外への水素漏れを

考えていた。 
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・東京電力は、福島第一原発事故以前に原子炉建屋の水素爆発の可能性について議論していなか

った。格納容器内で水素爆発する可能性については把握し、窒素封入等の対策をとっていたが、

格納容器外への水素漏れや原子炉建屋の爆発は予想しておらず、水素爆発の対策に過信があっ

た。 

・米国には、核テロが発生した場合に対応する部隊がある。 

・次世代型原子炉の加圧水炉(EPR)にはコアキャッチャーが設置されている。 

f.「シビアアクシデントを検知する計装系」 

福島第一原発事故時には、電源喪失、想定を超える計装系の温度上昇により、原子炉水位等の発

電所の運転に必要なデータが計測できなくなった。これら計装系の状況について確認した。 

・原子炉圧力容器に設置した温度計は炉心溶融の検知では無く、通常運転時の温度を監視する目

的で設置していた。 

・福島第一原発事故時には、電源喪失により、圧力、水素濃度、水位等が把握できなくなった。

水位計が使用出来なくなった原因は、定性的には減圧沸騰と考えられるが、詳細なメカニズム

（MAAP 解析と水位計挙動の関連等）については、現在も不明である※。なお、１号機では３月

11 日の 21時 19 分から水位計が値を示し復旧したように見えたが、この時点では既に水位は正

しい値を示していなかった。 

※ その後、「福島原子力事故における未確認・未解明事項の調査・検討（東京電力）」におい

て、MAAP 解析と水位計挙動の関連等の検討が行われている。 

g.「プラントデータの種類や公表方法」（参考） 

検証に必要な原子炉圧力等のプラントデータの種類や公表方法について確認した。 

・事故後、東京電力は、どのようなデータが存在するか（種類、フォーマット、保管場所など）に

ついて完全には把握しておらず、2014 年 12 月になっても、新たな事故データが公表された。ま

た、東京電力は、データが加工されたものか客観的に判断できるように公表せず、また、公表し

たデータを改訂してもその説明をしないことがあった。 
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（６）過酷な環境下での現場対応 

 

【概括】 

（背景） 

福島第一原子力発電所事故時には、電源喪失や津波に伴うがれきの散乱のために現場対応が困難と

なった。更に、放射性物質の放出や放射線量の上昇により、発電所内外における事故対応や支援活動

が迅㏿にできなかった。このため、国は一時的に作業従事者の線量限度を見直す等して事故対応にあ

たった。 

（検証内容） 

技術委員会では、福島第一原子力発電所の視察を行うとともに、４つの事故調査委員会の報告につ

いて説明を受けて議論し、過酷な環境下での現場対応の課題を抽出した。 

また、課題別ディスカッションでは、被ばく線量限度、放射線上昇時の事故対応や支援活動につい

て確認を行い、高線量下における作業について議論するとともに、議論を踏まえた課題をとりまとめ

た。 

（検証結果） 

技術委員会では、４つの事故調査委員会の報告を踏まえ「協力企業のみでなく、事業者そのものが

直接対応できる体制が必要」等の課題を抽出した。 

また、課題別ディスカッションでは、「原子炉建屋内及びその周辺では極めて放射線量が高くなり、

作業員の入ることができない場所があった。」、「緊急的に事故対応に従事することになった作業者は、

短時間で不十分な放射線教育しか受けることができなかった。」、「線量計や防護マスクなど防護資機

材が津波の被水などの影響もあり足りなくなり、準備が十分とは言えなかった。ホールボディーカウ

ンター（４台）も汚染により全て使用できなくなった。」等の高線量下の作業に関する問題を確認し

た。更に、技術委員会では「事故直後の状況において、100mSv 以上の作業を許容したことが有効であ

ったことを踏まえ、緊急作業に係る線量限度の引き上げを検討するとともに、線量限度を絶対的なも

のとするのか目標値とするのか、取り扱いを検討すること。」等の高線量下の作業の提言をとりまと

めた。なお、この提言を踏まえ、平成 26年 11 月、新潟県は原子力規制委員会に対して対策の構築等

を要請している。 

本項目の【課題・教訓】及び【議論の内容】を以下に記載した。 

 

【課題・教訓】 
（ ）は対応すべき機関 

ア．事故調査報告書等から抽出した課題  

４つの事故調査委員会の報告を踏まえ、「高線量下における作業」、「がれき散乱状態下等での対応」、

「原子力災害のための専門組織」について課題を抽出した。 
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① 「高線量下における作業」 

○ 放射能漏洩時においても、制御や事故対応ができる施設に改善すること。（事業者） 

○ 遠隔操作による状況確認、作業ができる機材が必要。（事業者） 

○ 高線量下で作業するための装備、手順を備えること。（事業者） 

○ 法律に規定する被ばく限度および限度を超えた場合の作業の在り方を検討すること。（国） 

  ②「がれき散乱状態下等での対応」 

○ がれき除去等に必要な重機などを整備すること。（事業者） 

○ 協力企業のみでなく、事業者そのものが直接対応できる体制が必要。（事業者） 

○ 外部要因事象へ対応する訓練が必要。（事業者） 

○ 重要設備へのアクセスルートに加え、要員参集や資機材輸送に用いる発電所周辺道路を確保

すること。（国・県・事業者） 

③「原子力災害のための専門組織」 

○ シビアアクシデントに対応する専門組織を個別の事業者だけでなく、国としても整備するこ

とが必要。（国） 

○ 欧米に整備されている事故対応を指導・助言するセーフティエンジニアの制度などを検討す

ること。（事業者） 

 

イ． 議論の深堀により確認した課題等 ※ 議論の内容は、P30【議論の内容】を参照 

① 「高線量下の作業の議論を踏まえた対応」（高線量下の作業の提言（参考資料３）） 

（被ばく線量限度の見直し） 

○ 事故直後の状況において、100mSv 以上の作業を許容したことが有効であったことを踏まえ、

法律に規定する緊急作業に係る線量限度の引き上げを検討するとともに、線量限度を絶対的

なものとするのか目標値とするのか、取り扱いを検討すること。（国） 

（線量管理のための機器や体制の整備） 

○ 民間運送事業者による福島第一原子力発電所への資機材の直接輸送ができなかったなど、発

電所内への輸送に支障が生じた事実を踏まえて、防災関係者も含めた線量管理方法等の対応

策を検討すること。（国） 

○ 作業員の安全を確保する意味からも、緊急時においても作業現場の放射線量を確実に把握で 

きるようなモニタリング機器や体制を整備すること。（事業者） 
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    ○ 津波などの影響で線量計が足りなくなったことや、マスクなどの防護資機材が不足したこと

を踏まえ、必要数や配置場所などを検討し、対策を確実に行うこと。（事業者） 

○ 緊急的に事故対応に従事することになった作業者については、短時間で不十分な放射線教育

しかできなかったことから、平時から、緊急時作業用の放射線教育を、事故対応に関わる可

能性がある者に実施する体制を整備すること。（事業者） 

○ 福島第一原子力発電所内にあったホールボディカウンター４台が全て汚染により使用不可能

になり、内部被ばくの管理に支障を生じたことから、発電所外の機器設置も含めて、作業者

の内部被ばくの管理体制の整備を行うこと。（事業者） 

（高線量下における作業） 

○ シビアアクシデント発生時における作業では、極めて高い放射線量や高温などで立ち入るこ

とが不可能な箇所があったので、事業者がそういった場所を事前に把握し、遠隔操作等で対

応できるようにすること。（事業者） 

 

【議論の内容】※ 詳細については、参考資料 10 参照 

a.「被ばく線量限度」 

・福島第一原発事故では３月 14 日に線量限度が 100mSv から 250mSv に引き上げられたが、この

引き上げは、作業内容を踏まえると事故の初期段階の対応において有効であった。建屋周辺の

作業では、線量限度の引き上げで作業員の確保ができ、作業が円滑に進んだ点がある。なお、

線量限度が 250mSv に変更されてからは、超えないようにするため、外部・内部被ばくをあわ

せて 170mSv を超えた場合には免震重要棟外での作業を禁止し、200mSv を超えた場合には発電

所内の作業から外すようにして線量限度を超えないよう対応した。 

b.「放射線量上昇時の事故対応・支援活動」 

・電源喪失により既設のモニタリングポストの機能が喪失したため、事故初期の発電所敷地内の

放射線量の測定は、モニタリングカーの測定値のみであった。３月 12 日の朝方より放射線量

が上昇し始め、その後、原子炉建屋の爆発や格納容器の閉じ込め機能の喪失に伴う放射性物質

の放出により高い放射線量を示した。 

・建屋周辺の高線量の主たる線源は、がれきやプルームからの沈下物等、既に地表や構㐀物に付

着しているものが主体で、放射性プルームそのものからの寄与は少ないと考えられる。敷地内

の放射線量は、放射性物質が付着した爆発による瓦礫によりホットスポット的になっていたが、

当初はそのような状況があることも把握できない中で作業していた。 
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・３月 12 日未明、１・２号機中央制御室の１号機側で約１mSv/h の放射線量を計測したため、放

射線量が約半分の２号機側に寄って対応をしていた。原子炉建屋内の放射線量は、電源喪失に

より既設の放射線モニターが機能を喪失したため計測されていない。作業時はその都度現場で

測定していた。 

・原子炉建屋内及びその周辺では極めて放射線量が高くなり、作業員の入ることのできない場所

があった。１号機においては、事故当初に次のような事例があった。 

(a) ３月 11 日 17 時 50 分、非常用復水器の水位確認のため現場に向かったが、原子炉建屋二重

扉から入ったところ、GM 管で 300cpm 以上の線量を計測、通常よりも値が高かったため、

東京電力は現場確認を断念した。 

 (b)３月 11 日 21 時 51 分、非常用復水器と原子炉の水位確認のため原子炉建屋に入域したが二

重扉前で約 10秒間に 0.8mSv（約 288mSv/h）の線量を計測したため現場確認を断念した。 

   (c)３月 12日９時 24分、１号機のベント弁操作のため現場に出発したが、1000mSv/h 以上の線

量を計測したため引き返した。なお、１号機は早くベントしていれば水素を外に逃がし、

爆発を防げた可能性があった。 

・シビアアクシデント発生後における建屋内作業は、放射線以外にも熱や暗闇、余震といった大

きな危険因子を伴った。 

・発電所外の作業でも、比較的線量の高い場所に入る作業員が確保できず、作業に支障をきたす

事例があった。 

12 日の１号機の水素爆発以降、Ｊヴィレッジ（福島第一原発から約 20km）や小名浜コールセ

ンター（福島第一原発から約 55km）までは資機材が届くものの、その先の発電所までの輸送が

極めて滞った。例えば、小名浜コールセンターに 14 日０時頃納品されたバッテリーが、通常

であれば２時間程度で陸送できるところ、運転手の問題等から、事業者の社員が運転する大型

トラックによって発電所に陸送できたのは 21 時頃となった。 

・原子力安全保安検査官が３月 12 日朝にオフサイトセンターに退避した。13 日に一旦発電所に

戻るが 14 日夕以降再度オフサイトセンターに移動し、その後、原子力災害現地対策本部の移

転に伴い福島県庁に移動した。12 日以降、復帰する 22 日までの間、検査官は現場にほぼ不在

であり、東京電力は事故対応について、検査官の支援は受けられなかった。また、国の事故状

況の把握は事業者からの情報に限られた。 

・緊急的に事故対応に従事することになった作業者は、短時間で不十分な放射線教育しか受ける

ことができなかった。特に、放射線業務従事者以外の発電所内の人員について、放射線教育が

不足していた。 
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・線量計や防護マスクなど防護資機材が津波の被水などの影響もあり足りなくなり、準備が十分

とは言えなかった。ホールボディーカウンター（４台）も汚染により全て使用できなくなった。 

また、放射線管理担当の要員は柏崎刈羽原子力発電所からの応援約 20 名も含めて 70名程度で

あったが不足していた。APD（警報付ポケット線量計）のアラーム値は、現場の放射線レベル

が分からないことから、線量計管理員と作業員がその都度相談し、前回の作業と同じ設定値と

したり、初回作業の場合は高めの設定値（80mSv など）としたりしていた。 

・チャコールフィルタ付全面マスク等を適切に使用できなかったことにより放射性物質を取り込

み、緊急時の被ばく線量限度(250mSv)を大きく超える被ばくをした社員が６名いた。 
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（７）放射線監視設備、SPEEDI システム等の在り方 

 

【概括】 

（背景） 

福島第一原子力発電所事故時には、電源喪失等によりモニタリングポスト等の放射線監視設備が使

用できなくなった。また、放射線量の上昇により、オフサイトセンターも使用できなくなった。更に、

SPEEDI システムの予測情報を有効に活用することができなかった等の問題があった。 

（検証内容） 

技術委員会では、福島第一原子力発電所の視察を行うとともに、４つの事故調査委員会の報告につ

いて説明を受けて議論し、放射線監視設備、SPEEDI システム等の在り方の課題を抽出した。 

（検証結果） 

技術委員会では、４つの事故調査委員会の報告を踏まえ「どの様な状況下でも、監視可能な設備と

なるよう改善を図るべき。恒設のモニタリング設備の増設に加えて、可搬式の設備の準備が必要」等

の課題を抽出した。 

本項目の【課題・教訓】及び【議論の内容】を以下に記載した。 

なお、防災に係る事項については、別項目「防災対策に係る事項」に整理した。 

 

【課題・教訓】 
（ ）は対応すべき機関 

ア．事故調査報告書等から抽出した課題  

４つの事故調査委員会の報告を踏まえ、「放射線監視設備」、「SPEEDI システム」、「オフサイトセン

ター」について課題を抽出した。 

①「放射線監視設備」 

○ どの様な状況下でも、監視可能な設備となるよう改善を図るべき。恒設のモニタリング設備 

の増設に加えて、可搬式の設備の準備が必要。（事業者・県） 

○ どの様な状況下でも、監視できる体制を構築すること。（事業者・県） 

○ 原子力災害対策指針を踏まえ、監視の在り方について検討すること。（国・県） 

②「SPEEDI システム」 

○ 複数の原子炉が故障することを考慮したシステムとすること。（国） 

○ SPEEDI と ERSS の一貫した運用と、計算結果の公表のあり方を検討すること。（国） 

○ 原子力災害対策上のシステムの位置づけを明確にすること。（国） 
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③「オフサイトセンター」 

○ 複合災害、シビアアクシデントを考慮した施設とすること。（国・県） 

○ 事故は起こり得るという危機意識で対応すること。（国・県） 

○ 原子力災害対策指針を踏まえ、原子力防災対策におけるオフサイトセンターの役割や施設の

あり方について検討すること。（国） 
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（８）原子力災害時の情報伝達、情報発信 

 

【概括】 

（背景） 

福島第一原子力発電所事故時には、東京電力がメルトダウンを起こしたことを公表したのは、事故

から２か月以上後であった。事故発生当時にはメルトダウンを起こしたことを認めず、住民に事故の

重篤度が伝わらなかった。また、一元的に情報収集・発信を担うはずであったオフサイトセンターが

機能せず、東京電力や政府の発表が別々に行なわれる等、情報伝達や情報発信に様々な問題が見られ

た。 

（検証内容） 

技術委員会では、福島第一原子力発電所の視察を行うとともに、４つの事故調査委員会の報告につ

いて説明を受けて議論し、情報伝達・情報発信の課題を抽出した。 

また、課題別ディスカッションでは、メルトダウン等の情報発信について確認を行い、議論すると

ともに、議論を踏まえた課題をとりまとめた。 

更に、この議論と関連する合同検証委員会の検証結果について説明を受けて確認した。 

（検証結果） 

技術委員会では、４つの事故調査委員会の報告を踏まえ「リスクコミュニケーションの方法を研究

し、政府・関係機関が伝えたいことが正しく国民・報道機関へ伝えられるようにすること。」等の課

題を抽出した。 

また、課題別ディスカッションでは、「東京電力は、住民への迅㏿で分かり易い情報伝達よりも国

との調整を優先した。」、「国も東京電力のプレス文を事前確認するなど迅㏿な情報公開を阻害した。」

等の問題点を確認し、「議論を踏まえた対応が必要」との課題をとりまとめた。 

更に、合同検証委員会がとりまとめた「東京電力は、公衆の安全確保とその他の社会的ニーズを考

慮し、安全上のリスク情報などについても迅㏿かつ丁寧に発信し、原子力事業者として事故の危険性

を主体的に伝え続けていく必要がある。」等の教訓についても、柏崎刈羽原発の安全対策の確認に生

かすべきと考える。 

本項目の【課題・教訓】及び【議論の内容】を以下に記載した。 

なお、防災に係る事項については、別項目「防災対策に係る事項」に整理した。 
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【課題・教訓】 
  

（ ）は対応すべき機関 

ア．事故調査報告書等から抽出した課題  

４つの事故調査委員会の報告を踏まえ、「災害時の情報発信」、「緊急事態の区分とそれに応じた

対応、情報発信」、「自治体への避難及びヨウ素剤服用の指示」、「住民への情報伝達」について課

題を抽出した。 

①「災害時の情報発信」 

○ リスクコミュニケーションの方法を研究し、政府・関係機関が伝えたいことが正しく国民・

報道機関へ伝えられるようにすること。（国・事業者） 

○ 不正確な情報発信や情報発信の遅れは隠ぺいとも取られかねず、不信感を招くだけでなく、 

事故対応、防護対策にも支障をきたすことから、極力迅㏿な情報発信に努めること。 

（国・事業者） 

○ 一元的な情報発信の体制や方法、発信すべき内容をあらかじめ定めておくこと。 

（国・事業者） 

②「緊急事態の区分とそれに応じた対応、情報発信」 

○ 原子力災害時の防護対応を行う基準（緊急事態の区分、放射線量等）については国民が納得

できる明確な基準とすべき。（国） 

○ 県として複合災害時にどう対応すべきか、また、自治体と住民の協力体制をどうするのか防

災対策の検討が必要。（県） 

③「自治体への避難及びヨウ素剤服用の指示」 

○ 通信網に支障が生じないよう、確実な情報伝達手段の構築が必要。（国・県） 

○ 国や自治体の複合災害を想定した訓練が必要。（国・県・事業者） 

○ 住民が情報を正しく理解できるよう、放射線や原子力災害に関する基礎的な知識の普及啓発

が必要。（国・県） 

○ 避難やヨウ素剤服用の指示を出すための意思決定の方法やタイミング等を具体的に定めて制

度化しておくこと。（国） 

④「住民への情報伝達」 

○ 自然災害時にも住民１人１人に確実に情報伝達する手段が必要。（国） 

○ 受け手側のニーズを正しく把握することが必要。（国・事業者） 

○ 一元的な情報発信の体制や方法、発信すべき内容をあらかじめ定めておくこと。（国） 
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イ． 議論の深堀により確認した課題等 ※ 議論の内容は、P37【議論の内容】を参照 

① 「メルトダウン等の情報発信の在り方の議論を踏まえた対応」（課題４） 

○「a.メルトダウン等の情報発信」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

○「b.情報発信の問題点」の議論を踏まえた対応が必要。（事業者） 

 

ウ． 合同検証委員会の検証を踏まえた教訓  

① 『炉心溶融』等を使わないようにする指示に関する教訓 

○ 東京電力は、観測された状況や対応についての情報を伝達するだけではなく、公衆の安全確

保とその他の社会的ニーズを考慮し、観測されている進行中の事故の状況から推測される進

展と対応計画、安全上のリスク情報などについても迅㏿かつ丁寧に発信し、原子力事業者と

して事故の危険性を主体的に伝え続けていく必要がある。（事業者） 

○ 東京電力は、緊急時の広報が適切に運用されるような体制・仕組みを整備し、事後評価プロ

セスを強化した総合防災訓練などを通じた実効性の確保、向上に努める必要がある。 

（事業者） 

② 原子力災害対策特別措置法に基づく対応に関する教訓 

○ 原災法第 15条通報は、政府の原子力災害対策本部設置や住民避難開始の起点としてだけでな

く、原子力事故の状況と重大さに関する重要な情報である。また、「原子力事業者防災業務計

画の確認に係る視点等について（平成 29 年 9 月 原子力規制委員会）」では、発生した特定事

象ごとに通報することが明確化されている。このため、東京電力は、この通報の運用はもと

より、事故に関する重要な情報をわかりやすく迅㏿に通報・報告するよう運用を明確化し、

マニュアル等に反映させる必要がある。（事業者） 

○ 東京電力は、緊急時対策要員に対して「原子力災害対策マニュアル」等の関係マニュアルを

習熟させるとともに、緊急時の通報・報告が適切に運用されるような体制・仕組みを整備し、

総合防災訓練などを通じた実効性の確保、向上に努める必要がある。（事業者） 

③ 『炉心溶融』の根拠 に関する教訓 

○ 東京電力は、緊急時対策要員に対して原災法に基づく通報・報告の判定基準を根拠も含めて

十分理解させる必要がある。（事業者） 

 

 

 

 

 

 



 イメージ  Ver0728  

38 
 
 

 

 

 

 

○ 原災法第 15条事象とは別に、原子力発電所で過酷事故が発生した場合に、『炉心損傷』や『炉

心溶融』、『メルトダウン』などの事故進展の様相は、社会的関心の極めて高い事項であると

考えられる。しかし、これらの用語の解釈、事故進展のイメージ、発生可能性の判断の考え

方などについて、社会的な共通認識が醸成されているとは考えにくい。このため、上記に限

らず、原子力発電所で過酷事故が発生した場合に必要となる情報や知識について、イラスト

などを挿入したわかりやすい資料を作成するなどして、平時から地元住民や自治体などの関

係者に対し、正しく理解する機会を提供する必要がある。（事業者） 

④ 『炉心溶融』の定義が明らかにならなかった原因に関する教訓 

○ 東京電力は、新潟県技術委員会での議論内容など、社外に発信する重要な報告を含めて社内

外の重要な課題の検討状況などについて、社内で積極的に情報を共有し、関心を喚起するこ

とはもとより、社内から関連する情報を積極的に発掘・収集する仕組みついても充実させる

必要がある。（事業者） 

○ 東京電力は、「原子力災害対策マニュアル」など重要なマニュアル改訂の際には、イントラ

ネット（企業内 LAN システム）による周知だけでなく、研修会の開催や訓練シナリオへの反

映等により、社員へ広く浸透するように取り組んで行く必要がある。（事業者） 

 

【議論の内容】※ 詳細については、参考資料９参照 

a.「メルトダウン等の情報発信」 

東京電力がメルトダウンを起こしたことを公表したのは、事故から２か月以上後であった。事

故発生当時にはメルトダウンを起こしたことを認めず、住民に事故の重篤度が伝わらなかった。

メルトダウン等の情報発信に関する東京電力の対応について確認した。 

・東京電力は、一定時間原子炉へ注水が行われていなかったこと、原子炉建屋の放射線量が異常

に上昇していたこと、圧力容器と格納容器の圧力がほぼ一定になっていたことなどから、事故

発生直後に原子炉内でメルトダウンが発生している可能性を認識していた。なお、テレビ会議

で、東京電力幹部や社員は、「メルト」、「炉心溶融」といった言葉が発話されており、「メルト

ダウン」や「炉心溶融」は、原子炉の状況を表現する一般的な表現であった。 

・テレビ会議や会見の発言から、東京電力の幹部は、いずれも「メルトダウン」や「炉心溶融」

という表現を使用することや、その可能性を認めることにさえ慎重になっていた様子がうかが

える。 

東京電力は、住民への迅㏿でわかりやすい情報伝達よりも、国との調整を優先していた。これ

らのことから、東京電力は、官邸や原子力安全・保安院の意向に沿い、リスク情報や事故の重

大性を住民へ伝えるという原子力事業者としての責務を果たさなかった。 
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b.「情報発信の問題点」 

情報発信を担うはずだったオフサイトセンターが機能せず、東京電力や政府の発表が別々に行わ

れた。更に、浪江町の役場に情報が伝わらないのに、浪江町の住民が避難していくと警察等の職員

は既に防護服を着ていた事例があった。東京電力から外部（国，自治体，オフサイトセンター等）

への連絡はどのような状況だったか、東京電力の広報やそれに対する国の対応について確認した。 

(a) 東京電力の広報 

・東京電力のプレス文やメディアによる広報文は、原子炉建屋内で異常な放射線量が計測され

ているにもかかわらず、発電所屋外の線量に異常がないことを伝えたり、原子炉が冷却でき

ず格納容器ベントをせざるを得ない状況であるにもかかわらず、「安全に万全を期すため、原

子炉格納容器内の圧力を降下させる措置を行うことといたしました。」という表現を使用した

り、本来伝えるべき放射性物質の放出を伝えておらず、事故を矮小化し、住民の迅㏿な防護

対策を妨げるものとなっていた。 

(b) 東京電力から外部（関係機関）への情報伝達 

・発電所から関係機関への通報連絡は、定型的な様式に従った通報連絡用紙をＦＡＸで送信す

るのみで、事故の深刻さや住民避難に必要なリスク情報は伝達されていなかった。 

東京電力からの情報伝達が不十分であったため、官邸から発電所長へ事故対応に関する問い

合わせの電話が度々あり、発電所の事故対応に影響を与えたほか、周辺自治体に不信感を与

えた。 

(c) 国の対応 

・迅㏿な情報発信が必要であるにもかかわらず、官邸と保安院は、東京電力のプレス文を事前

確認するなど、東京電力による迅㏿な情報公開を阻害した。 
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（９）新たに判明したリスク 

 

【概括】 

（背景） 

福島第一原子力発電所事故時には、地震や津波という共通要因により多くの電源が失われ、１～３

号機が同時に事故に至った。このことが事故対応をより困難なものにした。また、運転を停止してい

た４号機の使用済燃料プールについても注水等の対応が求められた。このような状況を踏まえ、技術

委員会では、新たに判明したリスクについて検証を行った。 

（検証内容） 

技術委員会では、福島第一原子力発電所の視察を行うとともに、４つの事故調査委員会の報告につ

いて説明を受けて議論し、新たに判明したリスクの課題を抽出した。 

（検証結果） 

技術委員会では、４つの事故調査委員会の報告を踏まえ「使用済燃料プールのリスクに対応する安

全基準を設けること。」、「複数号機が同時に事故を起こしても、対応できる体制を構築すること。」、「代

替設備を用意するとともに、規格の統一により汎用性を向上させること。」等の課題を抽出した。 

本項目の【課題・教訓】及び【議論の内容】を以下に記載した。 

 

【課題・教訓】 

（ ）は対応すべき機関 

ア．事故調査報告書等から抽出した課題  

４つの事故調査委員会の報告を踏まえ、「使用済燃料プールのリスク」、「集中立地のリスク」、「共

通要因故障」、「残余のリスクへの対応」について課題を抽出した。 

① 「使用済燃料プールのリスク」 

〇 不測の事態においても、プール水位を維持する設備、水位を把握できる設備を設けること。 

（事業者） 

○ 使用済燃料を大量に原子炉建屋内の高いところに置かない運用を検討すること。（事業者） 

○ 使用済燃料プールのリスクに対応する安全基準を設けること。（国） 

② 「集中立地のリスク」 

〇 隣接号機の事故により、事故対応に必要な作業の妨げとならないよう対策を講じること。 

（事業者） 

○ 汚染水などの発電所外への大量流出の防止策が必要。（事業者） 

○ 複数号機が同時に事故を起こしても、対応できる体制を構築すること。（事業者） 

○ 集中立地のリスクに対応する安全基準を設けること。（国） 
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③「共通要因故障」 

○ 巨大な自然災害の際に発生する機器・系統の共通要因故障の可能性について、現在の確率論

的安全評価（特に外部事象に対する安全評価）を改善し、内的事象も含めて原子炉施設の総

合的な安全性を評価すること。（事業者） 

○ 代替設備を用意するとともに、規格の統一により汎用性を向上させること。（事業者） 

④「残余のリスクへの対応」 

○ 様々な対策を施しても事故は起こりえるというのが事故の教訓であり、新知見に照らし、継

続的な改善が必要。（事業者） 

○ 耐震審査指針の「残余のリスク」にどのように対応すべきか検討が必要。（国） 
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(10) 原子力安全の取り組みや考え方 

 

【概括】 

（背景） 

福島第一原子力発電所は、従来の規制基準を満たしていたが、結果的に国際原子力事象評価尺度（I

NES）において最悪となるレベル７の原子力事故に至った。 

（検証内容） 

技術委員会では、福島第一原子力発電所の視察を行うとともに、４つの事故調査委員会の報告につ

いて説明を受けて議論し、原子力安全の取り組みや考え方の課題を抽出した。 

（検証結果） 

技術委員会では、４つの事故調査委員会の報告を踏まえ「国は、規制と事業者の逆転現象が生じな

いよう、技術レベルを向上させる仕組みが必要。」、「事業者は、人材育成等をとおして、社員全員が

安全を第一にする企業文化を創って世界に発信していくことが重要。」、「「安全文化」という精神論を

越えて、制度面からも「安全文化」の取り組みを促すような仕組みを検討すること。」等の課題を抽

出した。 

本項目の【課題・教訓】及び【議論の内容】を以下に記載した。 

 

【課題・教訓】 
（ ）は対応すべき機関 

ア．事故調査報告書等から抽出した課題  

４つの事故調査委員会の報告を踏まえ、「規制の在り方」、「事業者の在り方」、「原子力安全文化の

構築」について課題を抽出した。 

①「規制の在り方」 

○ 安全は、細かいところも重要であるが、大局的な視点で対策を組み立てることが必要。（国） 

○ 世界の動向を注視し、積極的に規制に取り込んでいくこと。（国） 

○ 事業者の安全性向上の姿勢を押さえる結果とならないよう、規制の在り方を検討することが

必要。（国） 

○ 規制と事業者の逆転現象が生じないよう、規制の技術レベルを向上させる仕組みが必要。（国） 

②「事業者の在り方」 

○ 事業者の継続的な安全向上の努力が、なされるような仕組みの構築が必要。（事業者） 

○ 経営者は、安全第一で現場が取り組む姿勢を重視すること。（事業者） 

○ 人材育成等をとおして、社員全員が安全を第一にする企業文化を創って世界に発信していく

ことが重要。（事業者） 
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③「原子力安全文化の構築」 

○ 国、事業者とも原子力発電所の安全については、一発電所の技術管理の問題ではなく、世界

の安全保障につながる大きな問題ととらえて対応すること。（国・事業者） 

○ 機器故障や自然災害だけでなく、テロに対する備えも必要。米国の B.5.b のような考え方も

取り入れて対応すること。（国・事業者） 

○ 原子力だけでなく、様々な分野・産業の知見、考え方を積極的に取り込んでいく姿勢が重要。 

（国・事業者） 

○ 「安全文化」という精神論を越えて、制度面からも「安全文化」の取り組みを促すような仕

組みを検討すること。（国） 
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＜ 防災対策に係る事項 ＞ 

 

福島第一原発事故を踏まえた課題のうち、原子力防災に係る事項については、現在、「避難委員会」

において安全な避難方法について検証を進めているところである。同委員会等における議論に資するた

め、技術委員会で抽出した課題・教訓の内、防災対策に関する事項については改めて整理した。 
 

【課題・教訓】 
（ ）は対応すべき機関 

ア．事故調査報告書等から抽出した課題  

４つの事故調査委員会の報告を踏まえ、「放射線監視設備」、「SPEEDI システム」、「オフサイトセン

ター」、「緊急事態の区分とそれに応じた対応、情報発信」、「自治体への避難及びヨウ素剤服用の指示」

について課題を抽出した。 

①「放射線監視設備」 

○ 原子力災害対策指針を踏まえ、監視の在り方について検討すること。（国・県） 

②「SPEEDI システム」 

○ 複数の原子炉が故障することを考慮したシステムとすること。（国） 

○ SPEEDI と ERSS の一貫した運用と、計算結果の公表のあり方を検討すること。（国） 

○ 原子力災害対策上のシステムの位置づけを明確にすること。（国） 

③「オフサイトセンター」 

○ 複合災害、シビアアクシデントを考慮した施設とすること。（国・県） 

○ 事故は起こり得るという危機意識で対応すること。（国・県） 

○ 原子力災害対策指針を踏まえ、原子力防災対策におけるオフサイトセンターの役割や施設の

あり方について検討すること。（国） 

④「緊急事態の区分とそれに応じた対応、情報発信」 

○ 原子力災害時の防護対応を行う基準（緊急事態の区分、放射線量等）については国民が納得

できる明確な基準とすべき。（国） 

○ 県として複合災害時にどう対応すべきか、また、自治体と住民の協力体制をどうするのか防

災対策の検討が必要。（県） 

⑤「自治体への避難及びヨウ素剤服用の指示」 

○ 通信網に支障が生じないよう、確実な情報伝達手段の構築が必要。（国・県） 

○ 国や自治体の複合災害を想定した訓練が必要。（国・県・事業者） 

○ 住民が情報を正しく理解できるよう、放射線や原子力災害に関する基礎的な知識の普及啓発

が必要。（国・県） 

○ 避難やヨウ素剤服用の指示を出すための意思決定の方法やタイミング等を具体的に定めて制

度化しておくこと。（国） 
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４．確認した事故検証報告書（参考） 

 

【 技術委員会と各機関の検証の関係等 】 

（４つの事故調査委員会） 

技術委員会の原発事故の検証は、前述のとおり、４つの事故調査委員会（民間事故調・国会事故調・

政府事故調・東電事故調）の報告書について、各委員会の委員などから説明を受けて開始した。 

民間事故調・国会事故調・政府事故調については、地震動による重要機器の影響等の一部問題を除

き、内容に共通する点も多く、設備や発電所内外の事故対応の状況、シビアアクシデント等への事前

の備えが不足していたこと等を取り上げ、事業者の問題を厳しく指摘した上で、教訓や提言を示して

いる。一方、東電事故調については、事故を起こした事業者の報告書ということもあり、事故の状況

を淡々と記載しているとの印象を受けるものであった。 

これらの説明を受け、技術委員会は平成 24 年度に「福島第一原発事故を踏まえた課題」をとりま

とめた。また、平成 25 年度からは課題別ディスカッションを開始したが、４つの事故調査委員会の

報告書が議論の基礎資料となった。 

（地震動による重要機器の影響の問題） 

４つの事故調査委員会の報告書の大きな相違点は、冷却配管や非常用電源設備などの重要機器が地

震動により損傷を受けた可能性があるか否かという点にある。 

民間事故調・政府事故調・東電事故調は、報告書をとりまとめた時点において損傷は確認されてお

らず、事故の直接的原因は津波で電源が喪失したためとしている。一方で、国会事故調は損傷の可能

性は否定できないとしている。ただし、いずれの事故調委員会も今後も継続した調査や検証が必要と

している点では一致しており、これは注目すべき重要なポイントと考える。 

これらの状況が背景となり、技術委員会では、平成 25年度から課題別ディスカッションにおいて、

地震動による重要機器の影響について議論してきた。 

 また、この問題に関しては、４つの事故調査委員会後も、原子力規制委員会や東京電力等の関係機

関が検討を進め、平成 30 年１月には、日本原子力学会がこれらの公開文献を幅広く調査して、各機

関の検討状況をとりまとめている。技術委員会ではこれらの報告書についても説明を受けたが、いず

れも地震動による重要機器への影響は確認されていない旨の説明であった。 

一方で、技術委員会の議論では、前述のとおり、損傷はなかったとする決定的な証拠はなく損傷し

た可能性は完全には否定することはできない等との見解に至っている。 

（情報発信の在り方等、その他の問題） 

地震動による重要機器の影響以外の問題としては、東京電力の事故対応、メルトダウン等の情報発

信の在り方、高線量下の作業やシビアアクシデント対策に関する事項の課題が多いと考え、技術委員

会の課題別ディスカッションにおいて議論した。 
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これらの議論においても、各事故調査委員会等の報告書の内容を確認しており、技術委員会の検証と

関連が深い事項について、その記載や説明の内容を抜粋し、次ページ以降に記載した。 

特に、メルトダウン等の情報発信の在り方の問題については、当初、技術委員会の課題別ディスカ

ッションにおいて議論していたが、炉心溶融の判断基準が明記されていたことや、炉心溶融などの言

葉を使わないようにする指示があったことが判明したため、東京電力と新潟県が合同で委員会を設置

して検証を行った。このため、合同検証委員会がとりまとめた報告書の教訓については、今後、柏崎

刈羽原発の安全対策の確認に生かすべきと考え、本文に記載することとした。 

（検証の継続と原子力安全への取り組み） 

原発事故の検証の継続と、原子力安全への継続的な取組の必要性については、各事故調査委員会の

共通の認識と思われる。 

平成 30 年１月の日本原子力学会の報告書は、国内 52 編、国外 17 編の原発事故の検証に係る報告

書を踏まえてとりまとめたものであるが、日本原子力学会として、「今後、廃炉作業を進めることに

より、格納容器内及び圧力容器内の状態が徐々に明らかになるが、事故進展の理解という観点から極

めて重要であると考えられる、廃炉作業時に広範な知見が得られることが期待され、これらの知見を

未解明事項の検討及び原子力安全の向上に活用することが重要である。」との見解を示している。 

令和元年 10 月、原子力規制委員会が原発事故の検証を再開したが、今後も廃炉作業の進捗等にあ

わせた継続的な検証が望まれる。技術委員会としては、今後、原発事故の検証の中で新たな知見が得

られた際には、そこから得られる課題や教訓への事業者等の対応状況を確認することが重要と考え

る。 
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技術委員会で確認した報告書の内容の一部を抜粋して記載した。 

（１）福島原発事故独立検証委員会調査・検証報告書（民間事故調） 

（非常用復水器（IC）に関する記載） 

・1/2 号機の当直は、11 日 18 時 18 分以降、1 号機 IC の隔離弁がフェイルセーフの機能によっ

て閉止し、制御できないことを懸念していた。しかし、この懸念を正しく、かつ迅㏿に、発電所

対策本部へと共有することができなかった。従って、発電所対策本部は、2 号機の危険度の方が

高く、1 号機では IC が動作し続けているとの誤った期待のもと復旧作業を行うことになった。 

（全交流電源喪失原因に関する記載） 

・1～5 号機においては、全交流電源が喪失した。ほとんどの非常用ディーゼル発電機が被水し、

被水を免れた 2、4 号機のディーゼル発電機も、送電先の非常用電源盤（M/C）が浸水したことか

ら交流電源を供給できなかった。 

（格納容器ベントに関する記載） 

・吉田所長の指示から 14 時間以上、作業開始から 5 時間以上を経て、ようやく 1 号機のベントが

成功した。 

・ドライウェルからラプチャーディスクに至るラインを構成し、ベントを実施することが決断され、

ラインの構成が行われた。しかしながら、2 号機のベントが結局実施されたか否かについては、

今のところ明らかになっていない。 

（海水注入に関する記載） 

・夕方に官邸内で海水注入について議論が行われ、17 時 55 分に海江田経産相から海水注入の措置

命令が出されたが、これを聞いた菅首相は再臨界の可能性を疑い、すぐには納得しなかった。 

・官邸の議論は結果的に影響を及ぼさなかったが、官邸の中断要請に従っていれば、作業が遅延し

ていた可能性がある危険な状況であった。また、今回は結果的に大事に至らなかったものの、官

邸及び東京電力本店の意向に明確に反する対応を現場が行ったことは、危機管理上の重大なリス

クを含む問題である。 

（メルトダウン等の情報発信に関する記載） 

・複数の証言によれば、当時 12 日の炉心溶融に関する中村審議官の発言に対しては官邸内で強い

異論・不快感が表明されており、直後の同氏の交代を中村審議官の自発的な意志によるものと単

純に評価することはできない。（中略）官邸における不快感の表明と会見担当者の交代のタイミ

ングが近接していることや、1 号機の水素爆発発生等の非常時に会見担当者という重要なポジシ

ョンの担当者を変更する理由が他に見当たらないことなどに照らせば、中村審議官の交代が官邸

の不快感の表明と関連するものと考えるのが自然である。 
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（２）東京電力福島原子力発電所事故調査委員会報告書（国会事故調） 

（非常用復水器（IC）に関する記載） 

・格納容器の中に入って詳細に検査することができない現段階では、地震動により IC 配管に細長

いひび割れが生じ、そこから冷却材が噴出するような小破口 LOCA は起きなかった、と断言する

客観的根拠は何もない。 

・ICや過酷事故に関する事前の備えがなく、すなわち、運転員に対する教育・訓練が十分に整備・

運用されておらず、プラント運転や定期検査等でも IC を作動させたことがなかったことなど、

その背景には東電の安全に対する組織的な問題点があると考えられる。 

（全交流電源喪失原因に関する記載） 

・津波第 2 波を連続的に撮影した写真を見ると、（中略）第 2 波が 4 号機海側エリアに到達した時

刻は 15 時 37 分ごろと考えられる。津波が 10m 盤に遡上浸水し非常用電源機器に達するのはさら

に少し後になる。（中略）当委員会のヒアリングで 15 時 35 分か 36 分停止と認められる 1号機 A

系の電源喪失の原因は津波ではないと考えられる。 

（格納容器ベントに関する記載） 

・普段は全く利用することがなく、使う訓練もしていない格納容器ベントラインの見難い図面を、

時間に追われ、照明が消え、懐中電灯を使いながら解読する作業は困難を極めた。 

（海水注入に関する記載） 

・原子力事故の専門家ではない官邸 5 階から、現状を把握せずにあれこれと命令や指示がなされ、東

電本店もこれに抗することをしない現状に対し、不満と危機感を覚えていた。そこで、事態の進展

を食い止めるためには、ようやく開始に至った海水注入を中断すべきでないと考え、やむを得ず、

東電本店に対しては海水注入を中断しているように見せつつ、実際には海水注入を続行した。 

（メルトダウン等の情報発信に関する記載） 

・官邸が懸念を示し、以後、保安院の記者発表において、「炉心溶融」という表現は使用されず、「炉

心あるいは燃料の損傷」といった表現に変更された。その後、同審議官は会見担当を交代した。

（中略）こうした経緯の中で、保安院の公表姿勢にはある種の萎縮が見られるようになり、より

慎重になったことは否めない。 

（原発作業員の被ばくに関する記載） 

・福島第一原発で緊急作業をする原発作業員の被ばく線量の上限を、100mSv から 250mSv に引き上げ

た。同月 16 日以降、内閣官房の助言チームが官邸に対して更に緊急作業の線量上限を 500mSv に引

き上げるよう助言したが、結局官邸での議論にとどまり、厚労省内部での検討はなされなかった。
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（３）東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会報告書（政府事故調） 

(非常用復水器（IC）に関する記載) 

・IC について、地震発生から津波到達までの間、その配管及び復水器タンクに、その冷却機能を喪

失させるような損傷が生じていたとは認められない。 

・当直のみならず、発電所対策本部ひいては本店対策本部に至るまで、IC の機能等が十分に理解

されていたとは思われず、また社員がその運転操作について習熟していたともいえない。（中略）

そうした重要な役割を果たすことが期待される IC の機能や取扱方法に関する社内の現状がこの

ような状況にあったことは、原子力発電所を運営する原子力事業者として極めて不適切であった

というしかない。 

（全交流電源喪失原因に関する記載） 

・福島第一原発では、外部電源喪失とほぼ同時に、かかる事態に備えて設置されていた非常用 DG が全

号機で起動し、原子炉施設を安全に停止するために必要な交流電源が供給されていたものの、津波

到達後間もなく、非常用 DG や電源盤の多くが津波により被水し、それらの機能を喪失するに至った。 

（格納容器ベントに関する記載） 

・あらかじめ定められた AM 用の事故時運転操作手順書には制御盤上の操作手順しか記載がなかっ

たことから、開操作を必要とする弁の特定、弁の設置場所、手動開操作が可能な構㐀か否か等に

ついて、一つ一つ確認する必要があった。 

（海水注入に関する記載） 

・現場の状況を最も把握し、専門的・技術的知識も持ち合わせている事業者がその責任で判断すべ

きものであり、政府・官邸は、その対応を把握し適否についても吟味しつつも、事業者として適

切な対応をとっているのであれば事業者に任せ、対応が不適切・不十分と認められる場合に限っ

て必要な措置を講じることを命ずるべきである。当初から政府や官邸が陣頭指揮をとるような形

で現場の対応に介入することは適切ではないと言えよう。 

（メルトダウン等の情報発信に関する記載） 

・保安院は、中村保安院審議官の「炉心溶融」発言を契機として、プレス発表前に官邸の了解を得

ることとした。その後、保安院広報官の一部には、「炉心溶融」に言及するのを避けるため、前

記Ⅳ８（２）に詳述しているように、かなり無理のある広報をした形跡が認められる。 

（原発作業員の被ばくに関する記載） 

・官邸に詰めていた東京電力幹部は、東京電力本店から現場の線量が高くなってきたとの報告を受

け、法令の定める線量限度を遵守していては、事故収束に必要な作業の継続が難しくなると判断

し、安全委員会及び保安院に相談した。これを受け、3 月 14 日午後、官邸において、緊急作業

時の線量限度を 100mSv から 250mSv に引き上げることが決められた。
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（４）福島原子力事故調査報告書（東電事故調） 

（非常用復水器（IC）に関する記載） 

・１号機は、地震後に非常用復水器が自動起動し、非常用復水器による原子炉圧力制御を行ってい

る最中に津波が襲来し、（中略）、津波に起因する電源喪失によって自動隔離インターロックが作

動し、その機能を喪失したと考えられ、結果として炉心の損傷に至った。 

・手順書で原子炉圧力容器保護の観点から原子炉冷却材温度降下率が 55℃／ｈを超えないよう調整

することとしており、また、手順書に基づき手動で適切な圧力制御を行っていることから、設備・

操作ともに問題はなかったと考える。 

（全交流電源喪失原因に関する記載） 

・今回の津波襲来により、１号機から５号機までは常用系、非常用系の高圧電源盤（Ｍ／Ｃ）がす

べて被水しており、仮に外部電源や非常用Ｄ／Ｇが機能していたとしても電力を必要とする機器

に供給することができない状況であった。 

（格納容器ベントに関する記載） 

・国内で初となるベント実施にあたり、国や自治体との調整、住民避難状況の確認を行い、被ばく

を可能な限り少なくするよう努めていた。一方、中央制御室では、非常灯のみの中で具体的な手

順を確認し体制を整えるなど、予めの手順がない中で、かつ、その他の作業も並行して行いなが

ら準備を進めていた。 

（海水注入に関する記載） 

・短時間とは言え注水を停止するという技術的な判断を後回しにした当社本店側の問題や社内の情

報伝達の問題も多分にあると判断されるが、訓練された国の緊急時対応態勢や発電所から乖離し

た場所にある官邸から、当社から派遣された社員を経由した情報が主体ではあるが、官邸内の雰

囲気や言動等が発信され、「官邸の判断」として理解され、直接的に事故対応に入り込むような

不安定な対応態勢になったことが、混乱を招いた原因と考える。 

（メルトダウン等の情報発信に関する記載） 

・当社は把握している事実を正確に伝えることを重視し、憶測や推測に基づく説明を記者会見で行

うことは極力控えていた。（中略）、当社は限られたデータからできるだけ正確に分かっているこ

と、すなわち格納容器雰囲気モニタ（ＣＡＭＳ）の計測データにより燃料棒被覆管に損傷が生じ

ていることはほぼ間違いない事実と認められるので、その状態を「燃料損傷」の用語で説明した

り、「ペレット等が一部溶けて被覆管からむき出しになっていることはあると思う」等の具体的

表現を用いるよう心掛けていた。 
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（５）東京電力福島第一原子力発電所事故の分析 中間報告書（原子力規制委員会） 

国会、政府等において事故調報告書がまとめられ、基本的な事象進展等について整理がされている。

一方で、現地調査が困難であること等により、引き続き確認すべき技術的な論点も残されていること

から、平成 25年３月、原子力規制庁が、事故の分析に係る検討会を設置し、これらの論点等につい

て検討を開始した。以下に、平成 26年 10 月に原子力規制庁がとりまとめた中間報告書の概要につい

て記載した。 
 

（１号機での小規模漏洩の発生）  

 ・津波到達までは、漏洩が発生したデータは見いだせない。仮に漏洩が発生した場合でも、保安規

定上何らかの措置が要求される漏洩率を超えるものではない。 

（１号機 A 系非常用交流電源系統の機能喪失）  

  ・A 系非常用交流電源系統が機能喪失したのは、A系ディーゼルの受電遮断器が開放したためであ

る。原因は地震の影響とは考え難く、津波による浸水で遮断器を開放すう回路が動作したためで

あると考えられる。 

（１号機原子炉建屋４階での出水）  

  ・出水事象は、使用済燃料プールにおいてスロッシングが発生し、溢水防止チャンバに流れ込んだ

水の水圧により同チャンバに隙間が生じて起こったためと考えらえる。 

（１号機で小規模漏えいの発生により逃し安全弁が不動作となった可能性）  

・原子炉圧力容器の圧力挙動の解析結果などから、津波到達以降は、逃し安全弁が作動したと考え

ることが妥当である。 

（１号機非常用復水器の作動状況）  

  ・理論的には、IC 配管の破断検出回路の直流電源喪失後も交流電源が働き続け、交流駆動弁が閉止

するシナリオはありうる。 

（３号機使用済燃料プール内の臨界の可能性及び白煙の発生）  

 ・使用済燃料プール内の臨界の可能性はないと判断できる。 

（４号機原子炉建屋における水素爆発） 

 ・３号機で発生した水素が格納容器ベントの際、４号機非常用ガス処理系配管を経由して４号機原

子炉建屋内に流入したと考えることが合理的である。 
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（６）福島原子力事故における未確認・未解明事項の調査・検討結果（東京電力） 

東京電力は、事故発生後の詳細な進展メカニズムの未確認・未解明事項をさらに追求することは「燃

料デブリの状態等を推定し、廃炉に向けた知見を蓄積すること」、「原子力発電の安全技術を継続的に

改善すること」などの観点から重要であり事故の当事者としての責務として、52 件の未確認・未解明

事項について、調査・検討を進めている。以下に、平成 29 年 12 月までに東京電力がとりまとめた結

果のうち、技術委員会で説明を受けた項目の概要について記載した。 
 

（２号機・３号機、炉心損傷後の逃し安全弁の動作） 

・不動作の原因として、２号機は、直流電源の不足、逃し安全弁の駆動圧の不足、窒素ガスの漏洩、

原子炉圧力容器内での気体発生が考えられる。３号機は、直流電源の不足が原因と考えられる。 

（２号機ラプチャーディスクの作動の有無） 

・ラプチャーディスクは作動しなかった可能性が高いが、作動の有無を判断できるほどの情報は得

られていない。 

（３号機 RCIC の停止原因） 

・電気式トリップのインターロック条件のうち「タービン排気圧力高」により停止した可能性が高

い。 

（３号機 13 日９時頃の原子炉圧力の急㏿減圧挙動）  

・非常用炉心冷却系の自動減圧装置の作動による減圧であった可能性が高い。 

（３号機ベント操作時の格納容器圧力の挙動） 

・３月 13日９時頃の１回目、12 時頃の２回目のみが明確に成功。21時頃の３回目ベント操作はベ

ントによる格納容器圧力の減少とは考えにくい。 

（３号機格納容器の気相漏洩） 

・３月 13 日 21 時頃の３回目ベント操作時には、ドライウェルから原子炉建屋への漏洩が発生して

いたとすると水素爆発と整合。少なくとも、３月 15 日の朝には格納容器からの漏洩により、環

境に直接的に水蒸気・放射性物質を放出する状態になっていた。 

（３号機原子炉建屋上部からの大量の蒸気発生） 

・３月 15日の朝には格納容器は漏洩により、環境に直接的に水蒸気・放射性物質を放出する状態

になっていた。 

（炉心損傷状況とデブリの位置） 

・格納容器内部調査、ミュオン測定などを踏まえた１～３号機の燃料デブリ分布の推定について説

明があったが、詳細は不明である。 

（放射性物質の大気放出タイミングとモニタリングデータの関係）  

・空間線量率の変動挙動から推定した事故進展シナリオは既往の事故進展シナリオと整合する。 
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（７）福島第一原子力発電所事故：未解明事項の調査と評価（原子力学会） 

 平成 26年３月、原子力学会は学会事故調最終報告書を出版し、その中で将来にわたる原子力災害

防止にむけた提言をとりまとめた。その後、事故が発生してから約７年が経過し、学会事故調報告書

で取りまとめられた未解明事項に関して、多くの知見が得られてきたことから、原子力学会が公開文

献を幅広く調査し、未解明事項の検討状況をとりまとめた。以下に、平成 30 年１月に原子力学会が

とりまとめた報告書の概要について記載した。 
 

（調査の概要） 

・調査対象は 52 編の国内の報告書及び 17 編の国外の報告書 

・文献調査の結果、抽出された 73項目の課題（未解明事項）について、A「合理的な説明がなされ

ているもの」、B「重要でないと考えられるもの」、C「これ以上の調査が困難であると考えられる

もの」、D「重要であり、今後も継続した検討が望まれるもの」に分類するとともに、これまでに

得られた知見と評価結果を整理表の形に取りまとめた。 

（調査結果の概要）  

・A「合理的な説明がなされているもの」と判断される課題が相当数に上る。 

（例） ・1号機 DGの停止原因については、新たに明らかとなった過渡現象記録装置のデータや

現地調査などにより、津波によるものと考えることが最も合理的である。 

・地震動が安全上重要な機能に深刻な影響を与えておらず、冷却材圧力バウンダリに深

刻な影響を及ぼしていない。 

・D「重要であり、今後も継続した検討が望まれるもの」は、現時点においても項目数は多い。 

（例） ・圧力容器内/格納容器内の詳細な事故進展に関しては、部分的な格納容器内の調査が実

施されているものの、得られている情報は限定的であり、その全貌は明らかとなって

いない。 

（まとめ） 

・現在までの検討により、事故進展の概要に関する主要な未解明事項の多くは、おおむね明らかに

なりつつあるものと考えられる。 

・一方、圧力容器内/格納容器内の溶融燃料の挙動を中心として、事故進展の詳細に関する未解明

事項については、まだ今後の検討を要するものが多い。 

・今後、廃炉作業を進めることにより、格納容器内及び圧力容器内の状態が徐々に明らかになり、

その過程で解明されていくものと期待されるが、事故進展の理解という観点から極めて重要であ

ると考えられる。 

・廃炉作業時に広範な知見が得られることが期待され、これらの知見を未解明事項の検討及び原子

力安全の向上に活用することが重要である。 
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（８） 東京電力ＨＤ・新潟県合同検証委員会検証結果報告書（合同検証委員会） 

  平成 28 年８月、メルトダウンの公表等に関する事項について、東京電力から新潟県に検証の協力

依頼があったこと等から、東京電力と新潟県の合同検証委員会を設置して検証を開始した。 

東京電力の原子力部門等の社員約 4,200 人に対してのアンケート調査、メルトダウンの公表に関する

関係者 14名に対してのヒアリング調査、書類調査等を行うことにより検証を実施し、報告書をとりま

とめた。以下に、平成 30年５月に合同検証委員会がとりまとめた報告書の概要について記載した。 

（「炉心溶融」等を使わないようにする指示)  

・清水社長は官邸から情報を共有するよう強く指示を受けており、自らの判断で武藤副社長に『炉

心溶融』などの言葉を使わないよう指示。この指示は武藤副社長以外には伝わっていなかった。 

（この考えの根拠となった清水社長の証言については疑義を指摘する委員の意見もある。） 

・東京電力社内で、対外的に『炉心溶融』などの言葉を使わないようにする指示は一部に存在した

が、組織的な指示ではなかった。官邸や原子力安全・保安院の意向を忖度して、対外的に『炉心

溶融』などの言葉を使用することついて慎重となった。 

（原子力災害対策特別措置法に基づく対応） 

・東京電力は、官邸や原子力安全・保安院の指示、または、東京電力社内の指示によって、意図的

に『炉心溶融』の通報を避けたものではない。原災法第 15条の判定基準を知っており、測定値

等がその判定基準を上回っていることを認識していた社員が少なかったこと等から、幾つかの原

災法第 15条事象が通報されなかった。 

（「炉心溶融」の根拠）  

・東京電力が電力会社間で情報共有しながら原災法第 15 条『炉心溶融』の判定基準を定めており、

その判定基準は米国における考え方とも概ね一致しており、技術的な面では特段問題はなかった。 

（新潟県技術委員会に対する東京電力の対応） 

・東京電力は、新潟県技術委員会からの質問に対して、新たな調査を積極的にすることなく、既存

の各種事故調査報告書の内容に沿って説明しており、東京電力社内の関連部署や関係者への調査

が十分ではなかった。 

（「炉心溶融」の定義が明らかにならなかった原因) 

・原災法第 15条『炉心溶融』の判定基準が約５年間も明らかにならなかった主な原因は、新潟県

技術委員会の対応に関わっていた者と、判定基準を知っていた者との間で情報共有が十分ではな

かったためである。 

（事故時運転操作手順書に基づく対応） 

・津波襲来後は、全電源喪失により事象ベースの手順書（AOP）と徴候ベースの手順書（EOP）をそ

のまま適用できる状況ではなくなり、現場にて、EOP やシビアアクシデントの手順書（SOP）にあ

る内容の応用も含め、模索、提案、検討、判断を経て随時、操作可能な設備・手順を活用した対

応を行っていた。 
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５．検証体制 

 

原発事故の検証を始めた平成 24 年度以降の技術委員会委員の変遷を表８に示した。また、同表には

座長や福島事故検証課題別ディスカッションのコアメンバー（担当委員）への就任状況を記載した。 

なお、所属・職名等については、現在在任中の委員については令和２年〇月時点のものを、過去に退

任された委員については、退任当時のものを記載した。 

 

表８ 技術委員会委員の変遷 

氏 名 所属・職名等（退任者は退任当時） 
在籍年度 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1～ 

梶本 光廣 
原子力安全基盤機構原子力システム安全

部次長 
        

北村 正晴 東北大学名誉教授         

衣笠 善博 東京工業大学名誉教授         

香山  晃 
室蘭工業大学環境・エネルギーシステム材

料研究機構機構長 
        

小山 幸司 
三菱重工業株式会社原子力セグメント機

器設計部部長代理 
        

佐藤  暁 
株式会社マスター・パワー・アソシエーツ

取締役副社長 
        

杉本  純 元京都大学大学院工学研究科教授  課題５・６ コアメンバー         

鈴木 賢治 新潟大学人文社会・教育科学系教授 座長        

鈴木 雅秀 
長岡技術科学大学大学院原子力システム

安全工学専攻特任教授 
        

鈴木 元衛 
元日本原子力研究開発機構安全研究セン

ター研究主幹 
 課題６ コアメンバー            

立崎 英夫 
量子科学技術研究開発機構量子医学・医療

部門高度被ばく医療センター副センター

長 

 課題５ コアメンバー                

立石 雅昭 新潟大学名誉教授  課題３・４ コアメンバー                 

田中 三彦 科学ジャーナリスト  課題１ コアメンバー                

田村 良一 
新潟工科大学工学科建築・都市環境学系教

授 
       課題 1 

角山 正博 新潟工科大学工学部情報電子工学科教授         
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氏 名 所属・職名等（退任者は退任当時） 
在籍年度 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1～ 

中島  健 京都大学複合原子力科学研究所副所長  座 長 

西川 孝夫 東京都立大学名誉教授   課 題 １ コアメンバー      

野中郁次郎 一橋大学名誉教授         

橋爪 秀利 東北大学大学院工学研究科教授    課 題 ６ コアメンバー        

原  利昭 
新潟工科大学名誉教授、新潟大学名誉教

授 
   課題３・４ コアメンバー        

藤澤 延行 新潟大学フェロー    課 題 １ コアメンバー       

三上 喜貴 長岡技術科学大学副学長  課題２コアメンバー     

山崎 晴雄 東京都立大学名誉教授         

山内 康英 多摩大学情報社会学研究所教授       課題２･３･４ コアメンバー      

吉川 榮和 京都大学名誉教授   課題２コアメンバー     
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６．結び 

 

 

 

  後日、座長に記載いただく。 

 
 

新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会 座長 中島 健 
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参考資料１ 原発事故の検証の経緯、視察調査の概要 

 

年 月 日 活 動 内 容 

平成 24 年 7 月 8 日 
技術委員会 

（平成 24年度第１回） 

・検証の進め方 

・福島原発事故独立検証委員会の調査・検証報

告書（民間事故調）の確認 

平成 24 年８月 24 日 
技術委員会 

（平成 24年度第２回） 

・東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の

報告書（国会事故調）の確認 

平成 24 年 10 月 30 日 
技術委員会 

（平成 24年度第３回） 

・東京電力福島原子力発電所における事故調

査・検証委員会（政府事故調）の確認 

平成 24 年 12 月 14 日 
技術委員会 

（平成 24年度第４回） 

・福島原子力事故調査報告書（東電事故調）の

確認 

平成 24 年 12 月 21 日 

福島第一原子力発電

所、第二原子力発電所

視察 

・福島第一原子力発電所敷地内、５号機原子炉

建屋内等の視察 参照：【視察調査１】 

平成 25 年２月１日 
技術委員会 

（平成 24年度第５回） 
・検証の整理 

平成 25 年２月 19 日 
技術委員会 

（平成 24年度第６回） 
・検証の整理 

平成 25 年３月 14 日 
技術委員会 

（平成 24年度第７回） 
・検証の整理 

平成 25 年６月１日 
技術委員会 

（平成 25年度第１回） 

・検証の進め方の確認 

・東京電力福島第一原子力発電所における事故

分析に係る検討会（原子力規制委員会）の確

認 

平成 25 年９月 14 日 
技術委員会 

（平成 25年度第２回） 
・検証の進め方の確認 

平成 25 年 10 月 31 日 
課題別ディスカッション 

課題６（第１回） 
・シビアアクシデント対策の議論 

平成 25 年 11 月７日 
課題別ディスカッション 

課題１（第１回） 

・１号機非常用復水器(IC)の議論 

・循環水系の損傷の可能性と発電所への津波到

達時刻の議論 

平成 25 年 11 月 14 日 
課題別ディスカッション 

課題３（第１回） 
・事故対応及び情報発信の議論 

平成 25 年 11 月 14 日 
課題別ディスカッション 

課題４（第１回） 
・事故対応及び情報発信の議論 

平成 25 年 11 月 19 日 
課題別ディスカッション 

課題２（第１回） 

・海水注入の意思決定の議論 

・ベントの意思決定の議論 

・非常用復水器（IC）の操作等の議論 
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年 月 日 活 動 内 容 

平成 25 年 11 月 30 日 
課題別ディスカッション 

課題５（第１回） 
・高線量下の作業の議論 

平成 25 年 12 月 19 日 
技術委員会 

（平成 25年度第３回） 
・検証の進め方の確認 

平成 26 年 1 月 14 日 
課題別ディスカッション 

課題１（第２回） 

・１号機非常用復水器(IC)の議論 

・循環水系の損傷の可能性と発電所への津波到

達時刻の議論 

平成 26 年 1 月 18 日 
課題別ディスカッション 

課題５（第２回） 
・高線量下の作業の議論 

平成 26 年 1 月 25 日 
課題別ディスカッション 

課題６（第２回） 
・シビアアクシデント対策の議論 

平成 26 年１月 31 日 
課題別ディスカッション 

課題２（第２回） 

・海水注入の意思決定の議論 

・ベントの意思決定の議論 

・非常用復水器（IC）の操作等の議論 

平成 26 年２月４日 
課題別ディスカッション 

課題３（第２回） 
・事故対応及び情報発信の議論 

平成 26 年２月４日 
課題別ディスカッション 

課題４（第２回） 
・事故対応及び情報発信の議論 

平成 26 年２月 11 日 
技術委員会 

（平成 25年度第４回） 
・課題別ディスカッションの状況の確認 

平成 26 年３月 24 日 
技術委員会 

（平成 25年度第５回） 
・課題別ディスカッションの状況の確認 

平成 26 年４月 26 日 
課題別ディスカッション 

課題３（第３回） 
・事故対応及び情報発信の議論 

平成 26 年４月 26 日 
課題別ディスカッション 

課題４（第３回） 
・事故対応及び情報発信の議論 

平成 26 年 4 月 28 日 
課題別ディスカッション 

課題１（第３回） 

・福島第一原子力発電所への津波の到着時刻の

議論 

平成 26 年５月８日 
課題別ディスカッション 

課題５（第３回） 
・高線量下の作業の議論 

平成 26 年５月 19 日 
課題別ディスカッション 

課題２（第３回） 

・海水注入の意思決定の議論 

・ベントの意思決定の議論 

・非常用復水器（IC）の操作等の議論 

平成 26 年５月 22 日 
技術委員会 

（平成 26年度第１回） 
・検証の進め方の確認 

平成 26 年６月 13 日 
課題別ディスカッション 

課題６（第３回） 
・シビアアクシデント対策の議論 

平成 26 年６月 19 日 
課題別ディスカッション 

課題５（第４回） 

 

・高線量下の作業の議論 
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年 月 日 活 動 内 容 

平成 26 年７月 28 日 
課題別ディスカッション 

課題３（第４回） 
・事故対応の議論 

平成 26 年８月４日 
課題別ディスカッション 

課題２（第４回） 

・海水注入の意思決定の議論 

・ベントの意思決定の議論 

・非常用復水器（IC）の操作等の議論 

平成 26 年８月８日 
課題別ディスカッション 

課題６（第４回） 
・シビアアクシデント対策の議論 

平成 26 年 8 月 20 日 
課題別ディスカッション 

課題１（第４回） 

・非常用復水器(IC)等の重要配管に小破口 LOCA

の可能性の議論 

平成 26 年８月 27 日 
技術委員会 

（平成 26年度第２回） 
・課題別ディスカッションの状況の確認 

平成 26 年９月２日 
課題別ディスカッション 

課題４（第４回） 
・情報発信の議論 

平成 26 年 10 月７日 
技術委員会 

（平成 26年度第３回） 
・高線量下の作業に関する提言のとりまとめ 

平成 26 年 12 月 25 日 
課題別ディスカッション 

課題３（第５回） 
・事故対応及び情報発信の議論 

平成 26 年 12 月 25 日 
課題別ディスカッション 

課題４（第５回） 
・事故対応及び情報発信の議論 

平成 27 年１月８日 
課題別ディスカッション 

課題２（第５回） 

・海水注入の意思決定の議論 

・ベントの意思決定の議論 

・非常用復水器（IC）の操作等の議論 

平成 27 年２月 21 日 

福島第一原子力発電所

１号機原子炉建屋現地

調査 

・１号機原子炉建屋４階等の現地調査 

参照：【視察調査２】 

平成 27 年３月 24 日 
技術委員会 

（平成 26年度第４回） 

・課題別ディスカッションの状況の確認 

・調査状況の確認 

平成 27 年 4 月 28 日 
課題別ディスカッション 

課題１（第５回） 

・福島第一原子力発電所１号機原子炉建屋４階

現地調査に関する質問回答 

平成 27 年５月 27 日 
技術委員会 

（平成 27年度第１回） 
・課題別ディスカッションの状況の確認 

平成 27 年 7 月 13 日 
課題別ディスカッション 

課題１（第６回） 
・１号機原子炉建屋４階現地調査に関する議論 

平成 27 年８月 31 日 
技術委員会 

（平成 27年度第２回） 

・東京電力福島第一原子力発電所における事故

分析に係る検討会（原子力規制委員会）の確

認 

・検証の進め方の確認 

平成 27 年 11 月 25 日 
課題別ディスカッション 

課題４（第６回） 

 

・メルトダウンの公表の議論 
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年 月 日 活 動 内 容 

平成 27 年 12 月 16 日 
技術委員会 

（平成 27年度第３回） 
・課題別ディスカッションの状況の確認 

平成 28 年１月 21 日 

課題別ディスカッション 

課題２（第６回）、課題

３（第６回）合同開催 

・１号機非常用復水器(IC)の操作の議論 

・３号機注水系統の切り替えの議論 

平成 28 年２月 10 日 
課題別ディスカッション 

課題４（第７回） 
・問題のあった報道発表等の議論 

平成 28 年３月 23 日 
技術委員会 

（平成 27年度第４回） 
・課題別ディスカッションの状況の確認 

平成 28 年 3 月 28 日 
課題別ディスカッション 

課題１（第７回） 

・福島第一原子力発電所１号機水素爆発原因に

ついての議論 

平成 28 年 6 月 21 日 

福島第一原子力発電所

１号機タービン建屋現

地調査 

・１号機タービン建屋内の電源盤等の調査 

参照：【視察調査３】 

平成 28 年 6 月 28 日 

「福島第一原子力発電

所事故に係る通報・報

告に関する第三者検証

委員会」による検証結

果の報告 

・第三者委員会の検証結果報告書の確認 

平成 28 年 6 月 30 日 
技術委員会 

（平成 28年度第 1回） 

・調査状況の確認 

・第三者委員会の検証結果報告書の確認 

平成 28 年 8 月 10 日 
技術委員会 

（平成 28年度第 2回） 
・課題別ディスカッションの状況の確認 

平成 28 年 8 月 24 日 
課題別ディスカッション 

課題１（第８回） 
・１号機非常用電源設備に関する事項の議論 

平成 28 年 10 月 31 日 
課題別ディスカッション 

課題１（第９回） 

・水素爆発解析、１号機非常用電源設備に関す

る議論 

平成 29 年 2 月 9 日 
課題別ディスカッション 

課題１（第 10 回） 

 

・水素爆発解析の議論 

 

平成 29 年 6 月 15 日 
課題別ディスカッション 

課題１（第 11 回） 

・水素爆発解析、逃がし安全弁（SRV）の動作状

況の議論 

平成 29 年 8 月 8 日 
技術委員会 

（平成 29年度第 1回） 

・検証の進め方の確認 

・原発事故に関する３つの検証の報告 

・東京電力ＨＤ・新潟県合同検証委員会の検証

の状況の確認 

平成 29 年 12 月 25 日 
技術委員会 

（平成 29年度第 2回） 

・福島第一原子力発電所１～３号機の炉心・格

納容器の状態の推定と未解明問題に対する検

討（東京電力）の確認 

・課題別ディスカッションの状況の確認 
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年 月 日 活 動 内 容 

平成 30 年 5 月 18 日 
技術委員会 

（平成 30年度第 1回） 

・東京電力 HD・新潟県合同検証委員会の検証結

果報告書の確認 

平成 30 年 9 月 12 日 
課題別ディスカッション 

課題１（第 12 回） 
・１号機非常用電源設備に関する議論 

平成 30 年 10 月 31 日 
技術委員会 

（平成 30年度第 2回） 
・運転操作手順書の質疑 

平成 31 年 1 月 29 日 
技術委員会 

（平成 30年度第３回） 

・福島第一原子力発電所事故：未解明事項の調

査と評価（原子力学会）の確認 

・課題別ディスカッションの状況の確認 

令和 2 年 1 月 31 日 
技術委員会 

（令和元年度第１回） 

・技術委員会における議論の状況と今後の進め

方についての確認 

令和 2 年 3 月 18 日 
課題別ディスカッション 

課題１（第 13 回） 
・１号機非常用電源設備に関する議論 

 

 

【視察調査１】 福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所の現地視察  
 

（１）実施日 

平成 24 年 12 月 21 日 

（２）場 所 

福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所 

（３）主な現地視察箇所 

ア 福島第一原子力発電所 

① 高台から福島第一原子力発電所全景 

② ４号機建屋近傍 

③ １～４号機取水路、海水ポンプ廻り 

④ ５号機取水路、海水ポンプ廻り 

⑤ ５号機タービン建屋（高圧電源盤・非常用 D/G） 

⑥ ５号機格納容器内（主蒸気系配管、給水配管、SR 弁、PLR ポンプ廻り） 

⑦ ５号機原子炉建屋（トーラス室・S/C ベント弁・残留熱除去系ポンプ・燃料プール） 

⑧ 夜ノ森線鉄塔倒壊現場 

イ 福島第二原子力発電所 

① 福島第二原子力発電所増田所長から事故対応・被害状況等の説明 

② サイトシミュレータによる全電源喪失状況の再現 
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４号機建屋近傍 夜ノ森線鉄塔倒壊現場 

  

免震重要棟 ５号機格納容器内 

 

 

【視察調査２】 福島第一原子力発電所１号機原子炉建屋の現地調査  
 

（１）実施日 

平成 27 年２月 21 日 

（２）場 所 

福島第一原子力発電所１号機原子炉建屋 

（３）主な現地調査箇所 

①非常用復水器（ＩＣ）本体北側周辺（原子炉建屋４階） 

②非常用復水器（ＩＣ）本体南側周辺（原子炉建屋４階） 

③機器ハッチ周辺（原子炉建屋４階） 

④出水箇所周辺（原子炉建屋４階） 

⑤ほう酸水注入（ＳＬＣ）系周辺（原子炉建屋４階） 
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１号機原子炉建屋４階 １号機原子炉建屋４階 機器ハッチ 

 

 

【視察調査３】 福島第一原子力発電所１号機電源盤等の現地調査  

（１）実施日 

平成 28 年 6 月 21 日 

（２）場 所 

福島第一原子力発電所１号機タービン建屋内及び周辺 

（３）主な現地調査箇所 

① １号機タービン建屋内の非常用高圧電源盤等 

② タービン建屋の大物搬入口や非常用発電機室へ繋がる開口部等（津波の侵入経路） 
 

  

１号機タービン建屋 非常用高圧電源盤 
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陽
圧

化
装

置
（

空
気

ボ
ン
ベ

）
や

可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機
等

を
用

い
て

陽
圧
化

し
、

希
ガ

ス
を

含
む

放
射
性

物
質

の
浸

入
を

防
止

す
る
設

計
と

し

て
い

る
 

・
上

部
及

び
側

面
に

遮
蔽

（
コ

ン
ク
リ

ー
ト

、
鉛

）
を

設
置

す
る
事

で
外

部
被

ば
く

を
防

止
す
る

な
ど

、
遮

蔽
設

計
及

び
換

気
設

計
に

よ
り

対
策
要

員
の

実
効

線
量
が

7
日

間
で

1
00
m
Sv

を
超

え
な
い

設
計
と

し
て

い

る
 

・
外

部
か

ら
の

支
援

が
無

く
て

も
7
日

間
と

ど
ま

る
こ

と
が

可
能
な

だ
け

の
資

機
材

・
食

料
・
住

居
ス

ペ
ー

ス
を

配
備

し
て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
三
十
四
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

第
六
十
一
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

・
重

大
事

故
等

発
生
後

8
日
以

降
の
事

故
収

束
対

応
を

維
持

す
る
た

め
、

原
子

力
事

業
者

災
害
対

策
支

援
拠

点
（

支
援

拠
点

）
を

立
ち

上
げ

る
 

・
発

電
所

の
事

故
収

束
対

応
を

維
持
す

る
た

め
に

必
要

な
燃

料
、
資

機
材

等
に

つ
い

て
は

本
社
で

要
請

を
受

け
、

調
達

業
者

・
輸

送
業

者
と

調
整
し

発
電

所
へ

支
援

で
き

る
体
制

を
整

備
し

て
い

る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
4
項
（
外
部
か
ら
の
支
援
に
つ
い
て
）
 

津
波
等
、
地
震
以
外
の
自
然
災
害

に
も
対
応
で
き
る
施
設
で
あ
る
こ

と
。
（
事
業
者
）
 

・
「

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
（
洪

水
・
風

（
台

風
）
・
竜

巻
・
凍

結
・
降

水
・

積
雪

・
落

雷
・

地
滑
り

・
火

山

の
影

響
・

生
物

学
的

事
象

・
森

林
火
災

等
」

に
よ

り
安

全
機

能
が
損

な
わ

れ
な

い
こ

と
等

を
確
認

し
て

い

る
 

（
例

：
竜

巻
）
 

・
周

辺
の

地
形

や
竜

巻
の

移
動

方
向
を

配
慮

し
て

、
基

準
竜

巻
の
最

大
風

㏿
の

割
り

増
し

を
検
討

し
、

設
計

竜
巻

の
最

大
風

㏿
を

設
定
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

・
物

品
の

寸
法

、
質

量
及

び
形

状
か
ら

飛
来

の
有

無
を

判
断

し
、
飛

来
物

に
よ

り
機

器
・

系
統
が

損
傷

し
な

い
設

計
と

す
る
 

・
衝

突
時

に
設

計
飛

来
物

よ
り

エ
ネ
ル

ギ
ー

が
大

き
い

も
の

は
固
縛

、
固

定
又

は
離

隔
対

策
を
実

施
し

、
飛

来
物

と
な

ら
な

い
運

用
と

す
る

 

設
置
許
可
基
準
 

第
六
条
（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

第
三
十
四
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

第
六
十
一
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

入
退
域
管
理
や
資
機
材
調
達
等
の

後
方
支
援
を
含
め
た
運
用
方
法
を

確
立
す
る
こ
と
。
 

（
事
業
者
）
 

・
緊

急
時

対
策

所
入

口
に

チ
ェ

ン
ジ
ン

グ
プ

レ
ー

ス
を

設
置

し
、
外

部
か

ら
放

射
性

物
質

を
持
ち

込
ま

な
い

環
境

を
整

備
す

る
と

と
も

に
、

設
置
訓

練
を

実
施

し
て

い
る

 

・
後

方
支

援
拠

点
と

な
る

原
子

力
事
業

所
災

害
対

策
支

援
拠

点
（
柏

崎
エ

ネ
ル

ギ
ー

ホ
ー

ル
、
信

濃
川

電
力

所
）

を
㏿

や
か

に
立

ち
上

げ
ら

れ
る
よ

う
、

拠
点

を
整

備
し

、
あ
ら

か
じ

め
派

遣
す

る
人

員
を
決

め
て

お

く
（

本
社

、
発

電
所

、
新

潟
本

部
の
要

員
か

ら
選

任
）
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
10

項
（
重
大
事
故
等
時
の
体
制
に
つ
い
て
）
 

1
.
0.
12

項
（
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
教
訓
を
踏
ま
え
た
対
応
に
つ
い
て
）
 

事
故
対
応
の
拠
点
と
な
る
施
設
で

あ
り
、
原
子
力
施
設
上
の
重
要
度

分
類
に
位
置
づ
け
る
こ
と
。（

国
）
 

 

・
緊

急
時

対
策

所
は

、
基

準
地

震
動
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
重
大

事
故

時
に

対
処

す
る

た
め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
恐

れ
が

な
い

よ
う
設

計
す

る
こ

と
を

事
業

者
へ
要

求
 

設
置
許
可
基
準
 

第
六
十
一
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

技
術
基
準
解
釈
 

第
七
十
六
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

設
備
の
耐

震
性
向
上
 

安
全
性
確
保
に
照
ら
し
送
電
・
変

電
網
を
含
む
耐
震

B
 
C
ク
ラ
ス
の

設
備
の
見
直
し
が
必
要
。
（
国
）
 

・
外

部
か

ら
発

電
所

へ
の

送
電

系
統
の

う
ち

、
少

な
く

と
も

２
回
線

は
独

立
し

た
も

の
と

す
る
こ

と
な

ど
を

事
業

者
へ

要
求
 

・
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
、

B
ク
ラ

ス
及

び
C
ク
ラ

ス
の

施
設
等

の
波

及
的

影
響

に
よ

っ
て
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能
を

損
な

わ
な

い
設

計
と

す
る
こ

と
を

事
業

者
へ

要
求

 

・
電

力
系

統
と

非
常

用
所

内
配

電
設
備

と
を

接
続

す
る

外
部

電
源
受

電
回

路
を

２
つ

以
上

設
け
る

事
を

事
業

者
へ

要
求
 

・
外

部
電

源
喪

失
時

に
使

用
す

る
た
め

の
非

常
用

電
源

設
備

は
複
数

台
設

置
す

る
こ

と
、

７
日
間

以
上

連
続
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

運
転

で
き

る
燃

料
を

貯
蔵

す
る

こ
と
、

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
は

想
定
さ

れ
る

最
大

の
地

震
の

揺
れ
に

耐
え

る

こ
と

を
要

求
 

設
置
許
可
基
準
 

第
三
十
三
条
（
保
安
電
源
設
備
）
 

第
三
十
九
条
（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

解
釈
の
別
記
２
 

議
論
の
深

堀
に
よ
り

確
認
し
た

課
題
 

１
号
機
非

常
用
復
水

器
（
I
C
）

の
議
論
を

踏
ま
え
た

対
応
 

福
島
第
一
原
発
事
故
時
の
地
震
動

は
概
ね
基
準
地
震
動
を
下
回
っ
た

が
、
地
震
動
に
よ
る
配
管
等
の
損

傷
の
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
こ

と
か
ら
、
特
に
重
要
配
管
に
つ
い

て
は
基
準
地
震
動
に
対
す
る
耐
震

性
に
つ
い
て
、
慎
重
に
確
認
す
る

こ
と
。
 

（
事
業
者
）
 

・
設

計
基

準
対

象
施

設
は

、
地

震
に
よ

り
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ
る

安
全

機
能

の
喪

失
及

び
そ
れ

に
続

く
放

射
線

に
よ

る
公

衆
へ

の
影

響
を

防
止
す

る
観

点
か

ら
、

施
設

毎
に
耐

震
重

要
度

分
類

を
設

け
、
そ

れ
ぞ

れ

に
応

じ
た

地
震

力
に

十
分

耐
え

ら
れ
る

よ
う

に
設

計
と

し
て

い
る
 

・
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

待
機
状

態
に

お
い

て
地

震
に

よ
り
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
ず
、

さ
ら

に
重

大
事

故
等

時
に

お
け

る
運

転
状

態
と
地

震
と

の
組

合
せ

に
対

し
て
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
な
い

設
計

と

し
て

い
る
 

・
基

準
地

震
動

は
、

敷
地

ご
と

に
震
源

を
特

定
し

て
策

定
す

る
地
震

動
及

び
震

源
を

特
手

せ
ず
策

定
す

る
地

震
動

に
つ

い
て

、
敷

地
の

解
放

基
盤
表

面
に

お
け

る
水

平
方

向
及
び

鉛
直

方
向

の
地

震
動

と
し
て

そ
れ

ぞ

れ
策

定
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
四
条
（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

第
三
十
九
条
（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

地
震
応
答
解
析
は
モ
デ
ル
化
の
方

法
等
に
よ
り
解
析
結
果
が
異
な

る
。
振
動
台
実
験
時
の
実
際
値
と

解
析
値
を
比
較
す
る
な
ど
し
て
地

震
応
答
解
析
の
妥
当
性
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
。
 

（
事
業
者
）
 

・
基

準
地

震
動

の
レ

ベ
ル

の
増

大
に
伴

い
、

よ
り

現
実

に
近

い
地
震

応
答

を
算

出
す

る
た

め
、
地

震
応

答
解

析
モ

デ
ル

を
よ

り
精

微
に

変
更

し
、
モ

デ
ル

の
妥

当
性

に
つ

い
て
工

事
計

画
認

可
の

審
査

の
中
で

説
明

し

て
い

る
 

・
加

振
試

験
に

基
づ

く
使

用
済

燃
料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

の
減

衰
定

数
の
設

定
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
三
条
（
設
計
基
準
対
象
施
設
の
地
盤
）
 

第
四
条
（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

第
三
十
九
条
（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
」
 

格
納
容
器
か
ら
の
水
素
の
漏
洩
を

・
原

子
炉

建
屋

水
素

処
理

設
備

（
P
AR
）
の

設
置

し
て

い
る
（

爆
発
防

止
）
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

想
定
し
、
格
納
容
器
外
で
の
水
素

爆
発
の
防
止
対
策
を
と
る
こ
と
。

（
事
業
者
）
 

・
原

子
炉

建
屋

水
素

濃
度

計
を

設
置
し

て
い

る
（

爆
発

防
止

）
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

の
閉

じ
込

め
機
能

を
強

化
す

る
た

め
各

シ
ー
ル

部
に

改
良

EP
D
M
材
を

採
用
し

て
い

る

（
漏

え
い

防
止

）
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
三
条
（
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
）
 

格
納
容
器
ト
ッ
プ
ヘ
ッ
ド
フ
ラ
ン

ジ
部
、
格
納
容
器
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ

ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
温
度
や
圧
力

条
件
に
よ
り
、
ど
の
程
度
漏
え
い

が
発
生
す
る
か
確
認
す
る
こ
と
。

（
事
業
者
）
 

・
模

擬
試

験
や

解
析

に
基

づ
き

原
子
炉

格
納

容
器

の
限

界
温

度
を

2
0
0℃

、
圧

力
を

2
Pd
（

0
.
6
2M
P
a）

と

し
、

原
子

炉
格

納
容

器
破

損
防

止
対
策

を
実

施
し

て
い

る
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

頂
部

を
冷

却
し
、

水
素

ガ
ス

の
漏

え
い

を
抑
制

す
る

た
め

、
原

子
炉

格
納
容

器
頂

部
注

水
系

を
設

置
し

て
い

る
（

自
主

対
策
）
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
）
 

柏
崎
刈
羽
原
発
に
お
い
て
も
、
重

要
な
弁
に
関
し
て

P
＆
I
D
 （

配

管
等
の
設
計
図
面
）
と
実
機
と
の

間
に
食
い
違
い
が
な
い
か
を
確
認

し
、
予
め
現
場
と
一
致
し
た
図
面

等
を
整
備
し
て
お
く
こ
と
。（

事

業
者
）
 

・
工

事
に

お
い

て
図

書
が

変
更

に
な
っ

た
場

合
、

変
更

箇
所

と
と
も

に
社

内
へ

共
有

す
る

し
く
み

と
し

て
い

る
 

・
万

一
、

図
面

と
現

場
の

不
整

合
が
確

認
さ

れ
た

場
合

、
直

ち
に
改

訂
手

続
き

を
行

う
こ

と
に
し

て
い

る
 

津
波
対
策
 

事
故
調
査

報
告
書
等

か
ら
抽
出

し
た
課
題
 

電
源
盤
、

ポ
ン
プ
、

非
常
用
電

源
の
配
置

の
考
え
方
 

津
波
等
の
共
通
要
因
で
機
能
喪
失

し
な
い
配
置
と
す
べ
き
。
津
波
以

外
(
火
災
，
地
震
，
テ
ロ
)も

考
慮

す
る
こ
と
。
 

（
事
業
者
）
 

・
基

準
津

波
の

遡
上

波
（

8
.3
m
）

が
到

達
し

な
い

十
分

に
高
い

敷
地
（

1
2.
0
m）

に
建

屋
等
を

設
置
 

・
「

安
全

機
能

の
重

要
度

が
特
に

高
い
安

全
機

能
を

有
す

る
も

の
（
電

源
盤

、
海

水
ポ

ン
プ

、
非
常

用
電

源

等
）
」
に

つ
い

て
は

津
波

以
外
も

含
め
位

置
的

分
散

に
よ

り
共

通
要
因

で
故

障
し

な
い

設
計

と
し
て

い
る
 

・
溢

水
防

護
に

対
す

る
評

価
対

象
区
域

を
「

溢
水

防
護

区
域

」
と
し

、
壁

、
扉

、
堰

、
床

段
差
等

、
又

は
そ

れ
ら

の
組

合
せ

に
よ

っ
て

他
の

区
域
と

分
離

さ
れ

る
区

域
と

し
て
設

定
し

て
い

る
 

・
「

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
（
洪

水
・
風

（
台

風
）
・
竜

巻
・
凍

結
・
降

水
・

積
雪

・
落

雷
・

地
滑
り

・
火

山

の
影

響
・

生
物

学
的

事
象

・
森

林
火
災

等
」

や
、

人
為

に
よ

る
も
の

（
飛

来
物

（
航

空
機

落
下
等

）、
ダ
ム
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

の
崩

壊
、

爆
発

、
近

隣
呼

応
場

な
ど
の

火
災

、
有

毒
ガ

ス
、

船
舶
の

衝
突

、
電

磁
的

障
害

、
故
意

に
よ

る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ
リ

ズ
ム

等
の

事
象

）
に

よ
り
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ

な
い
こ

と
等

を

確
認

し
て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
九
条
（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）
 

第
四
十
三
条
（
重
大
事
故
等
対
処
施
設
）
 

浸
水
経
路
を
特
定
し
、
設
備
へ
の

影
響
を
把
握
す
る
こ
と
。
（
事
業

者
）
 

・
基

準
津

波
の

遡
上

波
（

8
.3
m
）

が
到

達
し

な
い

十
分

に
高
い

敷
地
（

1
2.
0
m）

に
建

屋
等
を

設
置
 

・
溢

水
防

護
に

対
す

る
評

価
対

象
区
域

を
「

溢
水

防
護

区
域

」
と
し

、
壁

、
扉

、
堰

、
床

段
差
等

、
又

は
そ

れ
ら

の
組

合
せ

に
よ

っ
て

他
の

区
域
と

分
離

さ
れ

る
区

域
と

し
て
設

定
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
条
（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

第
九
条
（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）
 

第
四
十
条
（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止

））
 

想
定
す
る
津
波
高
さ
に
対
す
る
施

設
の
裕
度
の
考
え
方
を
整
理
す
る

こ
と
。
（
国
）
 

・
波

源
特

性
の

不
確

か
さ

を
考

慮
し
て

基
準

津
波

を
策

定
す

る
こ
と

を
事

業
者

へ
要

求
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
条
（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

第
四
十
条
（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

解
釈
の
別
記
３
 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

、
津

波
等

に
よ

る
影
響

を
考
慮

し
た

上
で

、
常
設
重

大
事
故

等
対

処
設

備

と
異

な
る

場
所

で
保

管
す

る
こ

と
、
共

通
要

因
に

よ
っ

て
、
常

設
重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

機
能
と

同
時

に
、

そ
の

機
能

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
に
す

る
こ

と
等

を
事

業
者

へ
要
求
 

設
置
許
可
基
準
 

第
四
十
三
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
 

防
潮
堤
、

水
密
化
な

ど
の
津
波

対
策
 

過
去
に
発
生
し
た
津
波
か
ら
得
ら

れ
る
知
見
か
ら
、
襲
来
し
得
る
津

波
を
評
価
す
る
こ
と
。
 

（
事
業
者
）
 

・
最

新
の

科
学

的
・
技

術
的
知

見
を
踏

ま
え

、
過
去

に
敷
地

周
辺
に

襲
来

し
た

可
能

性
の

あ
る
津

波
に

係
る

調

査
等

を
行

い
、

基
準

津
波

を
策

定
し
て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
条
（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

第
四
十
条
（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

津
波
警
報
発
生
時
に
お
け
る
屋
外

・
津

波
注

意
報

、
津
波

警
報
、
大

津
波

警
報

が
発

令
さ

れ
た

場
合
、
所
員

の
高

台
へ

の
避

難
指
示

を
行

う
こ

と
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

活
動
の
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
 

（
事
業
者
）
 

と
し

て
い

る
 

・
復

旧
班

長
は
「

大
津

波
警
報

」
が
解

除
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確
認

し
、
現
場

で
の

活
動

開
始
を

指
示

す
る

こ

と
と

し
て

い
る
 

・
警

報
が

継
続

し
て

い
る

中
で

、
活
動

開
始

を
指

示
す

る
場

合
、
津

波
監

視
の

下
、
活
動

す
る
こ

と
と

し
て

い

る
 

・
復

旧
班

の
現

場
作

業
に

あ
た

っ
て
は

、
プ
ラ

ン
ト

の
状
況

変
化
に

対
応

す
る

た
め

、
常

に
5
号

機
原

子
炉

建

屋
内

緊
急

時
対

策
所

と
の

連
絡

が
可
能

な
通

信
連

絡
手

段
を

確
保
し

て
い

る
 

津
波
対
策
施
設
に
つ
い
て
も
重
要

度
分
類
の
基
準
を
設
け
る
こ
と
。

（
国
）
 

・
津

波
対

策
施

設
の

基
準

地
震

動
に
対

す
る

耐
震

性
を

事
業

者
へ
要

求
 

設
置
許
可
基
準
 

第
四
条
（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

解
釈
の
別
記
２
 

議
論
の
深

堀
に
よ
り

確
認
し
た

課
題
 

１
号
機
非

常
用
電
源

設
備
の
議

論
を
踏
ま

え
た
対
応
 

循
環
水
系
、
補
機
冷
却
系
や

D
/
G
 

冷
却
系
配
管
な
ど
の
地
震
動
に
対

す
る
損
傷
防
止
対
策
又
は
損
傷
し

て
内
部
溢
水
し
た
場
合
の
対
策
を

と
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
（
事
業
者
）
 

・
設

計
基

準
対

象
施

設
は

、
地

震
に
よ

り
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ
る

安
全

機
能

の
喪

失
及

び
そ
れ

に
続

く
放

射
線

に
よ

る
公

衆
へ

の
影

響
を

防
止
す

る
観

点
か

ら
、

施
設

毎
に
耐

震
重

要
度

分
類

を
設

け
、
そ

れ
ぞ

れ

に
応

じ
た

地
震

力
に

十
分

耐
え

ら
れ
る

よ
う

に
設

計
と

し
て

い
る
 

・
基

準
地

震
動

は
、

敷
地

ご
と

に
震
源

を
特

定
し

て
策

定
す

る
地
震

動
及

び
震

源
を

特
手

せ
ず
策

定
す

る
地

震
動

に
つ

い
て

、
敷

地
の

解
放

基
盤
表

面
に

お
け

る
水

平
方

向
及
び

鉛
直

方
向

の
地

震
動

と
し
て

そ
れ

ぞ

れ
策

定
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
四
条
（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

・
循
環

水
配

管
の

伸
縮

継
手
部

破
損
及

び
地

震
に

起
因

す
る

耐
震

B
、
C
ク

ラ
ス

機
器

の
破

損
を
想

定
し

て
も

、

原
子

炉
を

高
温

停
止
、
低
温
停

止
に
で

き
、
放

射
性

物
質
の

閉
じ
込

め
機

能
、
使

用
済
み

燃
料
プ

ー
ル

の
冷

却
機

能
、

給
水

機
能

を
維

持
出

来
る
設

計
と

し
て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
九
条
（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）
 

津
波
に
よ
る
圧
力
波
に
よ
り
放
水

路
や
ポ
ン
プ
な
ど
の
機
器
が
損
傷

す
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
十
分
な

考
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。
（
事
業

・
津
波

波
力

に
よ

っ
て

海
水
ポ

ン
プ
や

海
水

貯
留

堰
等

に
生

じ
る
応

力
を

求
め

、
材
料
強

度
評
価

を
実

施
し

て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
条
（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

第
四
十
条
（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

者
）
 

・
柏
崎

刈
羽

原
発

の
６
・
７
号
機

の
原
子

炉
補

機
冷

却
海

水
系

配
管
は

津
波

水
圧

の
影

響
を

受
け
な

い
構

㐀
と

な
っ

て
い

る
 

津
波
に
よ
り
、
D
/
G 
冷
却
系
の
海

水
ポ
ン
プ
に
過
負
荷
や
過
電
流
が

発
生
し
て
停
止
し
て
も
、
電
源
の

確
保
が
で
き
る
よ
う
対
策
を
と
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
事
業
者
）
 

・
代

替
交

流
電

源
設

備
と

し
て

常
設
代

替
交

流
電

源
設

備
（

第
一
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

）
、
第

二
代

替
交

流

電
源

設
備

（
第

二
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
）
、
可

搬
型

代
替
交

流
電
源

設
備

（
電

源
車

）
を

設
置
し

て
い

る
 

・
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
に

、
他
号

炉
の

電
気

設
備

か
ら

給
電
で

き
る

よ
う

、
号

炉
間

電
力
融

通
電

気
設

備
（

常
設

／
可

搬
）

を
設

置
し

て
い
る
 

・
代

替
直

流
電

源
設

備
と

し
て

常
設
代

替
直

流
電

源
設

備
や

可
搬
型

直
流

電
源

設
備

（
電

源
車
、

AM
用
直

流

1
2
5
V
充

電
器

）
を

配
備

し
て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
七
条
（
電
源
設
備
）
 

東
京
電
力

H
D
 
は
、
今
後
、
M
/
C
 

や
循
環
水
系
、
D
/
G 
冷
却
系
配
管

な
ど
の
状
態
に
つ
い
て
確
認
し
、

記
録
を
と
り
な
が
ら
廃
炉
作
業
を

進
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
同
時

に
、
本
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
お

い
て
議
論
し
た
、
事
故
の
痕
跡
が

残
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

M
/
C
 

な
ど
の
設
備
に
つ
い
て
は
保
存
が

望
ま
れ
る
。（

事
業
者
）
 

・
福

島
第

一
原

子
力

発
電

所
の

事
故

原
因

の
究

明
や

今
後

の
原

子
力

に
関

す
る

安
全

性
向

上
の

観
点

か
ら

の

分
析

・
調

査
を

行
い

、
分

析
・

調
査
で

得
ら

れ
た

デ
ー

タ
等

の
情
報

の
積

極
的

な
発

信
を

行
っ
て

い
く

。
 

・
分

析
・

調
査

で
得

ら
れ

た
情

報
は
、

適
宜

、
新

潟
県

技
術

委
員
会

に
報

告
を

行
う

。
 

発
電
所
内

の
事
故
対

応
 

事
故
調
査

報
告
書
等

か
ら
抽
出

し
た
課
題
 

非
常
用
設

備
の
活
用
 

電
源
喪
失
時
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

な
ど
、
シ
ス
テ
ム
の
考
え
方
の
再

整
理
が
必
要
。
（
事
業
者
）
 

・
電

源
が

喪
失

し
、

設
備

が
動

作
出
来

な
い

状
況

に
な

っ
た

場
合
で

も
、

人
力

や
遠

隔
空

気
駆
動

弁
操

作
用

ボ
ン

ベ
を

用
い

て
、

必
要

な
操

作
を
容

易
か

つ
確

実
に

操
作

可
能
な

設
計

と
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
）
 

全
電
源
喪
失
等
を
想
定
し
た
手
順

書
の
整
備
や
、
現
場
対
応
を
含
め

・
代

替
交

流
電

源
設

備
と

し
て

常
設
代

替
交

流
電

源
設

備
（

第
一
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

）
、
第

二
代

替
交

流

電
源

設
備

（
第

二
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
）
、
可

搬
型

代
替
交

流
電
源

設
備

（
電

源
車

）
を

設
置
し

て
い

る
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

た
訓
練
が
必
要
。
 

（
事
業
者
）
 

・
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
に

、
他
号

炉
の

電
気

設
備

か
ら

給
電
で

き
る

よ
う

、
号

炉
間

電
力
融

通
電

気
設

備
（

常
設

／
可

搬
）

を
設

置
し

て
い
る
 

・
代

替
直

流
電

源
設

備
と

し
て

常
設
代

替
直

流
電

源
設

備
や

可
搬
型

直
流

電
源

設
備

（
電

源
車
、

AM
用
直

流

1
2
5
V
充

電
器

）
を

配
備

し
て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
七
条
（
電
源
設
備
）
 

・
代

替
電

源
や

電
源

供
給

ラ
イ

ン
の
多

様
化

を
踏

ま
え

、
全

交
流
動

力
電

源
喪

失
を

想
定

し
、
状

況
に

応
じ

た
代

替
電

源
設

備
、

電
源

供
給

ラ
イ
ン

を
適

切
か

つ
容

易
に

選
択
で

き
る

よ
う

操
作

手
順

書
を
整

備
し

、

訓
練

を
実

施
し

て
い

る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
14

項
（
電
源
確
保
に
関
す
る
手
順
）
 

ベ
ン
ト
操

作
等
の
対

応
 

ベ
ン
ト
等
の
非
常
用
設
備
・
安
全

設
備
の
操
作
が
電
源
喪
失
時
に
も

行
え
る
よ
う
設
備
の
改
良
が
必

要
。
（
事
業
者
）
 

・
格

納
容

器
ベ

ン
ト

弁
の

遠
隔

手
動
操

作
設

備
の

設
置

及
び

遠
隔
空

気
駆

動
操

作
用

ボ
ン

ベ
を
配

備
す

る
と

共
に

そ
の

操
作

手
順

を
整

備
し

て
い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
）
 

・
電

源
が

長
時

間
復

旧
で

き
な

い
場
合

を
想

定
し

、
電

源
を

必
要
と

し
な

い
注

水
（

消
防

車
に
よ

る
注

水
）

や
減

圧
（

主
蒸

気
逃

し
安

全
弁

の
開
操

作
）

等
の

操
作

手
順

及
び
必

要
な

資
機

材
を

配
備

し
、
訓

練
を

実

施
し

て
い

る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.2

項
（

RP
V
高
圧
時
原
子
炉
冷
却
手
順
）
他
 

全
電
源
喪
失
等
、
駆
動
源
を
喪
失

し
た
場
合
を
想
定
し
た
手
順
書
の

整
備
や
、
現
場
対
応
を
含
め
た
訓

練
が
必
要
。（

事
業
者
）
 

同
上
 

発
電
所
内

の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

電
源
喪
失
時
、
自
然
災
害
時
に
も

使
用
で
き
る
情
報
伝
達
手
段
の
構

築
が
必
要
。（

事
業
者
）
 

・
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
は

、
代
替

電
源

設
備

で
あ

る
常

設
代
替

交
流

電
源

設
備

又
は

可
搬
型

代
替

交
流

電
源

設
備

、
5
号
炉

原
子

炉
建

屋
内
緊

急
時

対
策

所
用

可
搬

型
電
源

設
備

な
ど

か
ら

の
給

電
が
可

能
な

設

計
と

し
て

い
る
 

・
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

を
す

る
必
要

の
あ

る
場

所
（

中
操

制
御
室

、
5
号
機

原
子

炉
建

屋
内
緊

急
時

対
策



9
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

ョ
ン
 

所
な

、
現

場
な

ど
）

と
通

信
連

絡
を
行

う
た

め
の

通
信

連
絡

設
備
と

し
て

、
衛

星
電

話
設

備
、
無

線
連

絡

設
備

、
携

帯
型

音
声

呼
出

電
話

設
備
、

5
号

炉
屋

外
緊

急
連

絡
用
イ

ン
タ

ー
フ

ォ
ン

を
設

置
又
は

保
管

し

て
い

る
 

・
5
号
機

原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対
策

所
へ

重
大

事
故

等
に

対
処
す

る
た

め
に

必
要

な
デ

ー
タ
を

伝
送

す
る

た
め

の
設

備
と

し
て

、
安

全
パ

ラ
メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

S
P
D
S）

を
設

置
し

て
い

る
 

・
発

電
所

外
（

社
内

外
）

の
通

信
連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所
（

本
社

、
国

（
原

子
力

規
制
委

員
会

等
）
、

自
治

体
他

）
と

通
信

連
絡

を
行

う
た
め

に
必

要
な

通
信

連
絡

設
備
と

し
て

、
衛

星
電

話
設

備
及
び

統
合

原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
用

い
た
通

信
連

絡
設

備
を

設
置

又
は
保

管
し

て
い

る
 

・
発

電
所

敷
地

で
想

定
さ

れ
る

自
然
現

象
と

し
て

、
地

震
、

津
波
、

洪
水

、
風

（
台

風
）、

竜
巻
、

凍
結

、
降

水
、

積
雪

、
落

雷
、

地
滑

り
、

火
山
の

影
響

、
生

物
的

事
象

、
森
林

火
災

等
を

考
慮

し
て

も
通
信

機
能

が

喪
失

し
な

い
こ

と
を

確
認

し
て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
六
十
二
条
（
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
）
 

全
電
源
喪
失
等
を
想
定
し
た
体
制

の
整
備
や
、
現
場
対
応
を
含
め
た

訓
練
が
必
要
。
（
事
業
者
）
 

・
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

時
に

、
発
電

所
内

外
の

通
信

連
絡

を
す
る

必
要

の
あ

る
場

所
と

通
信
連

絡
を

す
る

た
め

、
必

要
な

対
処

設
備

・
体

制
、
手

順
を

整
備

し
、

訓
練

を
実
施

し
て

い
る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
19

項
（
通
信
連
絡
に
関
す
る
手
順
）
 

事
故
対
応

の
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
 

事
故
対
応
に
必
要
な
要
員
や
資
機

材
を
、
発
電
所
外
か
ら
ど
の
よ
う

に
支
援
す
べ
き
か
検
討
が
必
要
。

（
事
業
者
）
 

・
事

象
発

生
後

7
日

間
は

発
電

所
だ
け

（
外

部
か

ら
の

支
援

な
し
）

で
対

応
で

き
る

体
制

を
整
備
 

・
事

象
後

㏿
や

か
に

支
援

拠
点

を
立
ち

上
げ

（
本

社
、

発
電

所
、
新

潟
本

部
の

要
員

か
ら

選
任
）
、
事

象
発

生

後
8
日
以

降
の

発
電

所
対

策
本

部
の
活

動
を

支
援

す
る

こ
と

と
し
て

い
る
 

・
支

援
拠

点
と

し
て

は
柏

崎
エ

ネ
ル
ギ

ー
ホ

ー
ル

（
新

潟
県

柏
崎
市

）、
信
濃

川
電

力
所
（

新
潟
県

小
千

谷

市
）
、
当

間
高

原
リ

ゾ
ー

ト
（
新

潟
県
十

日
町

市
）

か
ら

選
定

す
る
こ

と
と

し
て

い
る
 

・
発

電
所

の
事

故
収

束
対

応
を

維
持
す

る
た

め
に

必
要

な
燃

料
、
資

機
材

等
に

つ
い

て
は

本
社
で

要
請

を
受

け
、

調
達

業
者

・
輸

送
業

者
と

調
整
し

発
電

所
へ

支
援

で
き

る
体
制

を
整

備
し

て
い

る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
4
項
（
外
部
か
ら
の
支
援
に
つ
い
て
）
 

1
.
0.
9
項
（
重
大
事
故
等
対
策
の
対
処
に
係
る
教
育
及
び
訓
練
に
つ
い
て
）
 

議
論
の
深

堀
に
よ
り

東
京
電
力

の
事
故
対

「
a
.
３
号
機
の
注
水
系
統
の
切
り

替
え
判
断
」
の
議
論
を
踏
ま
え
た

【
問

題
点

】
 

・
シ

ビ
ア

ア
ク

シ
デ

ン
ト

時
に

高
圧
注

水
か

ら
低

圧
注

水
へ

の
移
行

が
上

手
く

い
か

な
か

っ
た
。
 



1
0
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

確
認
し
た

課
題
 

応
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の

議
論
を
踏

ま
え
た
対

応
 

対
応
が
必
要
。
（
事
業
者
）
 

【
対

応
状

況
】
 

・
事

故
の

起
因

事
象

を
問

わ
ず

、
複
数

の
設

備
の

故
障

等
に

よ
る
異

常
又

は
事

故
が

発
生

し
た
際

に
、

重
大

事
故

へ
の

進
展

を
防

止
す

る
た

め
に
必

要
な

対
応

操
作

を
定

め
た
手

順
書

と
し

て
事

故
時

運
転
操

作
手

順

書
（

徴
候

ベ
ー

ス
）
（

EO
P
）
を

設
け
て

い
る
 

・
減

圧
す

る
た

め
の

導
入

条
件

を
設
け

、
高

圧
注

水
か

ら
低

圧
注
水

へ
移

行
を

㏿
や

か
に

行
え
る

よ
う

に
手

順
書

を
設

け
て

は
い

た
も

の
の

、
操
作

が
失

敗
し

た
場

合
の

対
応
手

順
の

追
加

、
S
R
V
機

能
回
復

手
段

等

を
追

加
し

、
訓

練
を

行
っ

て
い

る
 

技
術
的
能
力
に
係
る
審
査
基
準
 

1
.
0.
6
項
（
重
大
事
故
等
対
応
に
係
る
手
順
書
の
構
成
と
概
要
に
つ
い
て
）
 

・
可

搬
型

直
流

電
源

設
備

（
電

源
車
、

AM
用
直

流
12
5
V
充

電
器
）

及
び

逃
が

し
安

全
弁

用
可
搬

型
蓄

電
池

を
配

備
し

て
い

る
 

・
電

源
を

不
要

と
す

る
代

替
逃

が
し
安

全
弁

駆
動

装
置

に
よ

る
減
圧

機
能

を
付

与
し

て
い

る
（
自

主
対

策
）
 

・
S
A
時

の
最

大
背

圧
を

考
慮
し

た
逃
が

し
安

全
弁

へ
の

代
替

窒
素
供

給
ボ

ン
ベ

を
設

置
し

て
い
る

（
自

主
対

策
）
 

設
置
許
可
基
準
 

第
四
十
六
条
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る
た
め
の
設
備
）
 

・
低

圧
代

替
注

水
系

（
常

設
・

可
搬
）

の
配

備
及

び
そ

の
手

順
の
整

備
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
四
十
七
条
（
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
）
 

「
b
.
判
断
や
指
示
の
指
揮
系
統
」

の
議
論
を
踏
ま
え
た
対
応
が
必

要
。
（
事
業
者
）
 

【
問

題
点

】
 

・
発

電
所

対
策

本
部

長
が

一
人

で
発
電

所
対

策
本

部
の

全
て

の
班
を

指
揮

す
る

体
制

と
な

っ
て
い

た
。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
指

示
命

令
が

混
乱

し
な

い
よ

う
、
現

場
指

揮
官

を
頂

点
に

、
直
属

の
部

下
は

最
大

7
名

以
下
に

収
ま

る
構

㐀
を

大
原

則
と

し
、

原
子

力
防

災
組
織

に
必

要
な

機
能

を
以

下
の

5
つ
に

定
義

し
て

い
る

 

①
意

思
決

定
・

指
揮
 

②
対

外
対

応
 

③
情

報
収

集
・

計
画

立
案
 

④
現

場
対

応
 

⑤
ロ

ジ
ス

テ
ィ

ッ
ク

・
リ

ソ
ー

ス
管
理
 



1
1
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

①
の

責
任

者
と

し
て

本
部

長
（

発
電
所

長
）

が
当

た
り

、
②

～
⑤
の

機
能

ご
と

に
責

任
者

と
し
て

「
統

括
」

を
配

置
す

る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
12

項
（
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
教
訓
を
踏
ま
え
た
対
応
に
つ
い
て
）
 

【
問

題
点

】
 

・
通

信
手

段
（

P
HS
）
が

使
用
出

来
ず
、

発
電

所
対

策
本

部
と

現
場
と

の
迅

㏿
な

情
報

伝
達

が
で
き

な
か

っ

た
。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
発

電
所

内
の

通
信

連
絡

を
す

る
必
要

の
あ

る
場

所
（

中
操

制
御
室

、
5
号
機

原
子

炉
建

屋
内
緊

急
時

対
策

所
、

現
場

な
ど

）
と

通
信

連
絡

を
行
う

た
め

の
通

信
連

絡
設

備
と
し

て
、

衛
星

電
話

設
備

、
無
線

連
絡

設

備
、

携
帯

型
音

声
呼

出
電

話
設

備
、
5
号
炉

屋
外

緊
急

連
絡

用
イ
ン

タ
ー

フ
ォ

ン
を

設
置

又
は
保

管
し

て

い
る
 

・
5
号
機

原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対
策

所
へ

重
大

事
故

等
に

対
処
す

る
た

め
に

必
要

な
デ

ー
タ
を

伝
送

す
る

た
め

の
設

備
と

し
て

、
安

全
パ

ラ
メ
ー

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

S
P
D
S）

を
設

置
し

て
い

る
 

・
発

電
所

外
（

社
内

外
）

の
通

信
連
絡

を
す

る
必

要
の

あ
る

場
所
（

本
社

、
国

（
原

子
力

規
制
委

員
会

等
）
、

自
治

体
他

）
と

通
信

連
絡

を
行

う
た
め

に
必

要
な

通
信

連
絡

設
備
と

し
て

、
衛

星
電

話
設

備
及
び

統
合

原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
用

い
た
通

信
連

絡
設

備
を

設
置

又
は
保

管
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
六
十
二
条
（
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
）
 

【
問

題
点

】
 

・
重

機
や

消
防

車
の

運
転

操
作

な
ど
に

つ
い

て
、

事
故

対
応

能
力
が

不
十

分
で

あ
っ

た
。

 

・
複

数
災

害
、

複
合

号
機

の
同

時
被
災

を
想

定
し

て
訓

練
が

不
十
分

で
あ

っ
た

。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
訓

練
参

加
者

に
対

し
て

、
事

前
に
訓

練
シ

ナ
リ

オ
を

伝
え

な
い
訓

練
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ
り

、
実

効
的

な
緊

急
時

対
応

力
の

向
上

に
努

め
る
こ

と
に

し
て

い
る
 

・
号

機
毎

に
重

大
事

故
等

の
対

応
を
完

結
で

き
る

よ
う

、
運

転
体
制

を
変

更
・

強
化

し
て

い
る
 

・
自

然
災

害
の

重
複

や
、

複
数

号
機
同

時
被

災
対

応
の

訓
練

を
実
施

し
て

い
る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
9
項
（
重
大
事
故
等
対
策
の
対
処
に
係
る
教
育
及
び
訓
練
に
つ
い
て
）
 



1
2
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

1
.
0.
12

項
（
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
教
訓
を
踏
ま
え
た
対
応
に
つ
い
て
）
 

【
問

題
点

】
 

・
東

京
電

力
本

店
は

官
邸

の
意

向
を
伝

え
る

の
み

で
、

現
場

の
事
故

対
応

を
混

乱
さ

せ
た

。
 

・
東

京
電

力
本

店
は

発
電

所
の

ニ
ー
ズ

に
あ

っ
た

支
援

が
出

来
な
か

っ
た

。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
発

電
所

対
策

本
部

が
事

故
収

束
対
応

に
専

念
出

来
る

環
境

を
整
備

し
て

い
る
 

・
外

部
か

ら
の

問
い

合
わ

せ
対

応
は
本

社
対

策
本

部
が

行
い

、
外
部

か
ら

の
発

電
所

へ
の

直
接
介

入
を

防
止

す
る

こ
と

で
、

発
電

所
対

策
本

部
が
事

故
収

束
対

応
に

専
念

で
き
る

環
境

を
整

備
し

て
い

る
 

・
本

社
は

必
要

と
な

る
資

機
材

等
の
支

援
物

資
を

円
滑

に
調

達
、
輸

送
で

き
る

よ
う

手
順

を
作
成

し
、

訓
練

を
実

施
し

て
い

る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
9
項
（
重
大
事
故
等
対
策
の
対
処
に
係
る
教
育
及
び
訓
練
に
つ
い
て
）
 

「
c
.
東
京
電
力
か
ら
外
部
へ
の
連

絡
」
の
議
論
を
踏
ま
え
た
対
応
が

必
要
。
（
事
業
者
）
 

【
問

題
点

】
 

・
避

難
し

て
い

る
自

治
体

へ
正

確
な
情

報
を

伝
達

で
き

な
か

っ
た
 

・
官

邸
や

原
子

力
安

全
・

保
安

院
へ
連

絡
要

員
を

派
遣

し
た

が
、
連

絡
要

員
と

し
て

適
切

な
役
割

を
果

た
す

こ
と

が
で

き
ず

、
官

邸
か

ら
発

電
所
へ

度
々

問
い

合
わ

せ
や

指
示
が

あ
っ

た
 

【
対

応
状

況
】
 

・
オ

フ
サ

イ
ト

セ
ン

タ
ー

や
関

係
自
治

体
の

対
策

本
部

へ
発

電
所
や

本
社

の
要

員
を

派
遣

し
、
パ

ソ
コ

ン
や

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
、

タ
ブ

レ
ッ

ト
等
の

ツ
ー

ル
を

活
用

し
た

情
報
提

供
を

行
う

等
、

社
外

へ
の
情

報
発

信

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る
 

・
避

難
し

て
い

る
自

治
体

へ
正

確
に
情

報
伝

達
す

る
た

め
、

P
A
Z、

U
PZ

自
治

体
に

リ
エ
ゾ

ン
を
派

遣
（

対
応

者
を

明
確

化
）
、
説

明
で

き
る
体

制
を
整

備
し

て
い

る
 

・
外

部
か

ら
の

問
い

合
わ

せ
対

応
は
本

社
対

策
本

部
が

行
い

、
外
部

か
ら

の
発

電
所

へ
の

直
接
介

入
を

防
止

す
る

こ
と

で
、

発
電

所
対

策
本

部
が
事

故
収

束
対

応
に

専
念

で
き
る

環
境

を
整

備
し

て
い

る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
9
項
（
重
大
事
故
等
対
策
の
対
処
に
係
る
教
育
及
び
訓
練
に
つ
い
て
）
 

「
d
.
免
震
重
要
棟
の
機
能
」
の
議

論
を
踏
ま
え
た
対
応
が
必
要
。

【
問

題
点

】
 

・
免

震
重

要
棟

は
発

電
所

対
策

本
部
と

し
て

機
能

を
果

た
し

た
が
、

放
射

線
の

遮
へ

い
性

、
防
護

資
機

材
や

図
書

の
保

管
、

仮
眠

ス
ペ

ー
ス

が
不
十

分
だ

っ
た
 



1
3
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

（
事
業
者
）
 

【
対

応
状

況
】
 

・
遮

蔽
設

計
及

び
換

気
設

計
に

よ
り
対

策
要

員
の

実
効

線
量

が
7
日

間
で

10
0
m
Sv

を
超
え

な
い
設

計
と

し
て

い
る
 

・
外

部
か

ら
の

支
援

が
無

く
て

も
7
日

間
と

ど
ま

る
こ

と
が

可
能
な

だ
け

の
資

機
材

（
放

射
線
管

理
用

資
機

材
、

重
大

事
故

対
策

の
検

討
に

必
要
な

資
料

（
発

電
所

周
辺

地
図
、

主
要

系
統

模
式

図
、

系
統
図

及
び

プ

ラ
ン

ト
配

置
図

等
）
、
食

料
等
）

を
配
備

し
て

い
る
 

・
休

憩
ス

ペ
ー

ス
を

配
備
 

設
置
許
可
基
準
 

第
三
十
四
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

第
六
十
一
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

「
e
.
１
号
機
水
素
爆
発
を
踏
ま
え

た
対
応
」
の
議
論
を
踏
ま
え
た
対

応
が
必
要
。（

事
業
者
）
 

【
問

題
点

】
 

・
1
号
機

の
爆

発
の

経
験

を
踏

ま
え
て

、
3
号
機

で
の

水
素

爆
発
対

策
が

検
討

さ
れ

た
が

、
原
子

炉
建

屋
の

穴

開
け

の
機

器
が

到
着

す
る

前
に

水
素
爆

発
が

発
生

し
た

。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
静

的
触

媒
式

水
素

再
結

合
器

に
よ
る

水
素

濃
度

の
上

昇
抑

制
を
図

る
こ

と
し

て
い

る
 

・
原

子
炉

建
屋

ト
ッ

プ
ベ

ン
ト

設
備
を

設
置

し
、

操
作

手
順

を
整
備

し
て

い
る

（
自

主
対

策
）
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
三
条
（
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
）
 

「
f
.
想
定
外
事
象
へ
の
対
応
」
の

議
論
を
踏
ま
え
た
対
応
が
必
要
。

（
事
業
者
）
 

【
問

題
点

】
 

・
運

転
手

順
書

及
び

手
順

書
の

範
囲
を

超
え

た
場

合
の

訓
練

が
不
十

分
で

あ
っ

た
た

め
、

事
故
対

応
は

場
当

た
り

的
な

事
故

対
応

と
な

っ
た

。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
緊

急
時

対
応

を
業

務
の

柱
の

一
つ
と

し
て

位
置

づ
け

、
機

器
の
復

旧
や

重
機

の
操

作
等

の
個
人

の
鍛

錬
か

ら
、

自
治

体
と

の
総

合
訓

練
ま

で
、
各

階
層

で
日

常
的

に
繰

り
返
し

、
対

応
力

の
向

上
を

行
う
こ

と
と

し

て
い

る
 

・
総

合
訓

練
は

、
炉

心
損

傷
等

の
重
大

事
故

を
想

定
、

2
プ

ラ
ン
ト

同
時

被
災

時
の

対
応

、
複
数

号
炉

の
同

時
被

災
な

ど
の

シ
ナ

リ
オ

で
実

施
し
て

い
る
 

・
訓

練
に

当
た

っ
て

は
、

事
象

進
展
に

応
じ

て
訓

練
者

が
対

応
手
段

を
判

断
し

て
い

く
シ

ナ
リ
オ

型
の

訓
練

を
実

施
し

て
い

る
 



1
4
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
9
項
（
重
大
事
故
等
対
策
の
対
処
に
係
る
教
育
及
び
訓
練
に
つ
い
て
）
 

1
.
0.
12

項
（
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
教
訓
を
踏
ま
え
た
対
応
に
つ
い
て

）・
世
界

中
の

運
転

経
験
や

技
術

の
進

歩
を

学
び

，
リ

ス
ク

を
低

減
す

る
努
力

を
継

続
し

て
い

く
こ

と
を
保

安
規

定
に

記
載

す
る

こ
と
と

し
て

い

る
 

・
原

子
力

発
電

所
の

安
全

性
を

向
上
す

る
た

め
、

現
場

か
ら

の
提
案

、
世

界
中

の
団

体
・

企
業
か

ら
の

学
び

な
ど

に
よ

る
改

善
を

継
続

的
に

行
っ
て

い
く

こ
と

を
保

安
規

定
に
記

載
す

る
こ

と
と

し
て

い
る
 

（
例
）
主
要
な
取
組
と
具
体
的
な
業
務
内
容
 

・
設
計
を
超
え
る
ハ
ザ
ー
ド
へ
の
対
応
検
討
 

・
設
計
基
準
を
超
え
る
ハ
ザ
ー
ド
を
含
め
，
設
計
基
準
に
影
響
を
与
え
る
知
見
に
つ
い
て
，
国
内
外
の
最
新
情
報
の
収
集
 

・
国
内
外
の
運
転
経
験
情
報
の
活
用
 

保
安
規
定
第

 2
条
(基

本
方
針

) 

 

合
同
検
証

委
員
会
の

検
証
を
踏

ま
え
た
教

訓
 

事
故
時
運

転
操
作
手

順
書
に
基

づ
く
対
応
 

東
京
電
力

H
D
は
、
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
事
故
で
発
生
し
た
事

象
や
さ
ら
な
る
過
酷
事
象
を
想
定

し
た
安
全
対
策
と
事
故
時
運
転
操

作
手
順
書
等
を
整
備
し
、
訓
練
等

を
踏
ま
え
た
検
証
・
評
価
・
改
善

を
継
続
的
に
繰
り
返
す
こ
と
が
望

ま
れ
る
。
（
事
業
者
）
 

・
警

報
発

生
時

操
作

手
順

書
の

見
直
し

し
て

い
る
 

・
事

故
時

運
転

操
作

手
順

書
（

事
象
ベ

ー
ス

/徴
候
ベ

ー
ス
/
シ

ビ
ア

ア
ク

シ
デ

ン
ト

）
の
見

直
し
し

て
い

る
 

・
事

故
時

運
転

操
作

手
順

書
（

停
止
時

徴
候

ベ
ー

ス
）

の
新

規
制
定

し
て

い
る
 

・
A
M
設

備
別

操
作

手
順

書
の
新

規
制
定

し
て

い
る
 

・
訓

練
で

は
、

訓
練

参
加

者
以

外
の
者

を
評

価
者

と
し

て
配

置
し
、

訓
練

参
加

者
の

対
応

状
況
を

確
認

・
評

価
を

行
っ

て
い

る
 

・
訓

練
実

施
後

は
、

訓
練

参
加

者
及
び

評
価

者
で

訓
練

を
振

り
返
り

、
反

省
点

、
課

題
等

を
集
約

す
る

他
、

改
善

が
必

要
な

事
項

を
抽

出
し

、
手
順

、
資

機
材

、
教

育
及

び
訓
練

計
画

へ
の

反
映

を
行

っ
て
い

る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
6
項
（
手
順
書
の
構
成
と
概
要
）
 

1
.
0.
7
項
（
有
効
性
評
価
に
お
け
る
重
大
事
故
対
応
時
の
手
順
）
 

東
京
電
力

H
D
は
、
定
型
的
な
事

故
シ
ナ
リ
オ
に
よ
る
訓
練
だ
け
で

な
く
、
常
に
、
事
故
発
生
時
の
環

境
と
事
故
進
展
シ
ー
ケ
ン
ス
に
変

則
性
を
加
味
し
た
様
々
な
事
象
の

・
緊

急
時

対
応

を
業

務
の

柱
の

一
つ
と

し
て

位
置

づ
け

、
機

器
の
復

旧
や

重
機

の
操

作
等

の
個
人

の
鍛

錬
か

ら
、

自
治

体
と

の
総

合
訓

練
ま

で
、
各

階
層

で
日

常
的

に
繰

り
返
し

、
対

応
力

の
向

上
に

努
力
し

て
い

る
 

・
総

合
訓

練
は

、
炉

心
損

傷
等

の
重
大

事
故

を
想

定
、

2
プ

ラ
ン
ト

同
時

被
災

時
の

対
応

、
複
数

号
炉

の
同

時
被

災
な

ど
の

シ
ナ

リ
オ

で
実

施
し
て

い
る
 

・
訓

練
に

当
た

っ
て

は
、

事
象

進
展
に

応
じ

て
訓

練
者

が
対

応
手
段

を
判

断
し

て
い

く
シ

ナ
リ
オ

非
掲

示
型

の
訓

練
を

実
施

し
て

い
る
 



1
5
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

訓
練
を
継
続
し
て
実
施
し
、
臨
機

応
変
な
対
応
力
の
向
上
に
努
め
る

こ
と
が
望
ま
れ
る
。（

事
業
者
）
 

・
地

震
及

び
津

波
に

よ
る

外
部

電
源
喪

失
だ

け
で

な
く

、
様

々
な
自

然
現

象
（

竜
巻

、
台

風
、
雷

、
高

潮

等
）

や
外

部
事

象
、

宿
直

体
制

等
で
の

事
故

で
訓

練
を

実
施

し
て
い

る
 

・
新

し
い

自
然

現
象

の
訓

練
を

行
う
際

は
、

シ
ナ

リ
オ

非
掲

示
型
訓

練
に

こ
だ

わ
ら

ず
、

や
る
べ

き
こ

と
や

特
に

注
意

す
べ

き
点

を
確

認
・

運
用
を

決
め

た
上

で
、

実
施

し
た
行

動
が

問
題

な
い

こ
と

を
確
認

し
、

手

順
化

す
る

な
ど

知
見

拡
充

や
ノ

ウ
ハ
ウ

蓄
積

に
努

め
て

い
る

 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
9
項
（
重
大
事
故
等
対
策
の
対
処
に
係
る
教
育
及
び
訓
練
に
つ
い
て
）
 

1
.
0.
12

項
（
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
教
訓
を
踏
ま
え
た
対
応
に
つ
い
て
）
 

原
子
力
災

害
時
の
重

大
事
項
の

意
思
決
定
 

事
故
調
査

報
告
書
等

か
ら
抽
出

し
た
課
題
 

海
水
注
入

等
の
意
思

決
定
 

原
子
力
災
害
時
の
重
大
事
項
の
決

定
に
つ
い
て
、
経
営
へ
の
配
慮
等

に
よ
り
遅
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
誰

が
ど
う
対
応
す
べ
き
か
検
討
す
る

こ
と
。
（
国
・
事
業
者
）
 

国
が

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

の
体

制
の

整
備

を
事

業
者

に
要

求
し

、
新

規
制

基
準

の
審

査
に

お
い

て
、

事
業

者
の

対
応

を
確

認
 

・
発

電
所

が
、

事
故

対
応

に
専

念
で
き

る
体

制
を

構
築
 

・
重
大

事
故

等
時

に
お

け
る
本

社
緊
急

時
対

策
本

部
の

役
割

は
、
事
故

の
収

束
に

向
け
た

発
電
所

緊
急

時
対

策

本
部

の
活

動
の

支
援

に
徹

す
る

こ
と
を

明
記
 

・
重
大

事
故

等
時

に
お

け
る
本

社
緊
急

時
対

策
本

部
の

役
割

は
、
事
故

の
収

束
に

向
け
た

発
電
所

緊
急

時
対

策

本
部

の
活

動
の

支
援

に
徹

す
る

 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0(
4)
（
手
順
書
の
整
備
、
訓
練
の
実
施
及
び
体
制
の
整
備
）
 

・
海

水
を

炉
心

に
注

水
す

る
事

態
等
に

お
い

て
も

、
財

産
保

護
よ
り

安
全

性
を

優
先

す
る

と
い
う

方
針

の
下
、

原
子

力
災

害
の

発
生

及
び

拡
大

の
防
止

、
並

び
に

原
子

力
災

害
か
ら

の
復

旧
を

図
る
 

今
回
の
事
故
に
お
け
る
政
府
の
危

機
管
理
が
曖
昧
で
、
現
実
直
視
を

欠
き
、
適
切
な
判
断
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
。
（
国
）
 

・
原

子
力

災
害

対
策

本
部

を
拡

充
 

 
従

来
の

経
済

産
業

大
臣

に
加

え
、
原

子
力

災
害

対
策

副
本

部
長
に

内
閣

官
房

長
官

、
環

境
大
臣

及
び

原
子

力
規

制
委

員
会

委
員

長
を

充
て

る
と
と

も
に

、
本

部
員

に
全

て
の
国

務
大

臣
及

び
内

閣
危

機
管
理

監
を

充

て
る

こ
と

と
し

た
。
 

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
 

経
営
上
大
き
な
影
響
の
あ
る
廃
炉

に
つ
な
が
る
判
断
を
躊
躇
な
く
行

え
る
よ
う
、
廃
炉
と
な
っ
た
場
合

の
保
険
制
度
な
ど
を
整
備
す
る
こ

・
財

務
的

な
理

由
に

よ
っ

て
原

子
力
事

業
者

が
廃

炉
の

判
断

を
躊
躇

す
る

こ
と

を
回

避
し

、
円
滑

な
廃

炉
を

進
め

る
た

め
の

会
計

制
度

を
整

備
。
設

備
の

残
存

簿
価

等
を

廃
炉
後

も
分

割
し

て
償

却
す

る
会
計

制
度

を

措
置
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

と
。
（
国
）
 

ベ
ン
ト
操

作
の
意
思

決
定
 

住
民
避
難
の
確
認
等
、
操
作
の
前

提
と
な
る
事
項
の
対
応
に
つ
い
て

整
備
す
る
こ
と
。
 

（
国
・
県
・
事
業
者
）
 

・
事

業
者

は
、

格
納

容
器

ベ
ン

ト
が
必

要
に

な
っ

た
場

合
（

残
留
熱

除
去

系
の

復
旧

又
は

代
替
循

環
冷

却
の

運
転

に
よ

っ
て

格
納

容
器

圧
力

が
2P
d
以
下

に
抑

制
す

る
見

込
み
が

な
く

、
外

部
水

源
に

よ
り
格

納
容

器

内
水

位
が

真
空

破
壊

装
置

位
置

に
到
達

し
た

場
合

、
又

は
格

納
容
器

か
ら

異
常

な
漏

え
い

が
確
認

で
き

た

場
合

）
に

、
当

直
副

長
が

格
納

容
器
ベ

ン
ト

を
実

施
す

る
こ

と
を
運

転
操

作
手

順
書

に
明

記
し
て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

・
住

民
避

難
に

関
す

る
情

報
を

自
治
体

に
派

遣
し

て
い

る
リ

エ
ゾ
ン

ま
た

は
オ

フ
サ

イ
ト

セ
ン
タ

ー
よ

り
収

集
し

、
発

電
所

・
本

社
対

策
本

部
で
状

況
を

把
握

す
る

こ
と

と
し
て

い
る
 

・
国

や
県

は
、

市
町

村
と

協
力

し
、
避

難
状

況
を

確
認

。
ま

た
、
異

常
事

態
の

内
容

、
空

間
放
射

線
量

率
の

計
測

値
、

住
民

等
の

採
る

べ
き

行
動
の

指
示

に
つ

い
て

、
住

民
へ
情

報
提

供
 

県
地
域
防
災
計
画
 

原
子
力
災
害
対
策
指
針
 

住
民
の
被
ば
く
に
つ
な
が
る
操
作

の
判
断
手
続
き
を
整
備
す
る
こ

と
。
（
事
業
者
）
 

・
格

納
容

器
ベ

ン
ト

が
必

要
に

な
っ
た

場
合

（
残

留
熱

除
去

系
の
復

旧
又

は
代

替
循

環
冷

却
の
運

転
に

よ
っ

て
格

納
容

器
圧

力
が

2P
d
以
下

に
抑
制

す
る

見
込

み
が

な
く

、
外
部

水
源

に
よ

り
格

納
容

器
内
水

位
が

真

空
破

壊
装

置
位

置
に

到
達

し
た

場
合
、

又
は

格
納

容
器

か
ら

異
常
な

漏
え

い
が

確
認

で
き

た
場
合

）
に

、

当
直

副
長

が
格

納
容

器
ベ

ン
ト

を
実
施
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

フ
ィ
ル
タ
・
ベ
ン
ト
の
活
用
方
法

等
を
含
め
、
事
故
当
初
、
優
先
し

て
取
り
組
む
べ
き
作
業
、
操
作
に

つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
。
（
事
業

者
）
 

・
運

転
員

及
び

緊
急

時
対

策
要

員
が
実

施
す

べ
き

対
応

操
作

内
容
や

手
順

を
事

故
時

運
転

操
作
手

順
書

（
徴

候
ベ

ー
ス

）、
事
故

時
運

転
操
作

手
順
書

（
シ

ビ
ア

ア
ク

シ
デ

ン
ト
）
（

SO
P
）、

A
M
設

備
別

操
作
手

順
書

及

び
多

様
な

ハ
ザ

ー
ド

対
応

手
順

等
に
定

め
て

い
る
 

技
術
絵
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.7

項
（

PC
V
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
手
順
）
 

住
民
、
自
治
体
、
関
係
機
関
と
の

情
報
伝
達
な
ど
の
仕
組
み
を
含
め

た
危
機
管
理
体
制
の
在
り
方
を
検

・
対

外
関

係
機

関
へ

の
通

報
連

絡
に
つ

い
て

は
通

報
班

が
担

う
こ
と

と
し

て
お

り
、

防
災

訓
練
で

通
報

連
絡

を
実

施
し

て
い

る
 

・
平

日
夜

間
・

休
日

に
お

い
て

も
、
事

故
情

報
の

「
初

報
、

そ
の
後

の
続

報
」

が
確

実
に

発
信
で

き
る

よ
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

討
す
る
こ
と
。
（
事
業
者
）
 

う
、

日
々

の
宿

直
に

お
い

て
訓

練
を
実

施
し

て
い

る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
10

項
（
重
大
事
故
等
時
の
体
制
に
つ
い
て
）
 

議
論
の
深

堀
に
よ
り

確
認
し
た

課
題
 

海
水
注
入

等
の
意
思

決
定
の
議

論
を
踏
ま

え
た
対
応
 

「
a
. 
海
水
注
入
の
意
思
決
定
」

の
議
論
を
踏
ま
え
た
対
応

が
必
要
。
（
事
業
者
）
 

【
問

題
点

】
 

・
発

電
所

対
策

本
部

長
に

は
複

数
の
原

子
炉

の
状

況
報

告
だ

け
で
な

く
、

官
邸

・
本

店
と

の
や
り

と
り

が
集

中
し

た
。
 

・
官

邸
等

の
意

見
を

優
先

さ
せ

現
場
を

混
乱

さ
せ

た
。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
発

電
所

対
策

本
部

の
責

任
と

権
限
を

明
確

化
し

、
事

故
対

応
に
専

念
で

き
る

体
制

を
構

築
し
て

い
る
 

・
重
大

事
故

時
に

お
け

る
本
社

対
策
本

部
の

役
割

は
、
事
故

の
収
束

に
向

け
た

発
電

所
対

策
本
部

の
活

動
の

支

援
に

徹
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

 

・
本
社

対
策

本
部

は
事

故
対
応

に
対
す

る
細

か
い

指
示

や
命

令
、
コ
メ

ン
ト

の
発

信
を
行

わ
な
い

こ
と

と
し

て

い
る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
9
項
（
重
大
事
故
等
対
策
の
対
処
に
係
る
教
育
及
び
訓
練
に
つ
い
て
）
 

1
.
0.
12

項
（
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
教
訓
を
踏
ま
え
た
対
応
に
つ
い
て
）
 

「
b
.
格
納
容
器
ベ
ン
ト
の
意
思
決

定
」
の
議
論
を
踏
ま
え
た
対

応
が
必
要
。
 

（
事
業
者
）
 

【
問

題
点

】
 

・
格

納
容

器
ベ

ン
ト

の
実

施
は

、
㏿
や

か
に

現
場

で
意

思
決

定
が
さ

れ
な

か
っ

た
。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
格

納
容

器
ベ

ン
ト

が
必

要
に

な
っ
た

場
合

（
残

留
熱

除
去

系
の
復

旧
又

は
代

替
循

環
冷

却
の
運

転
に

よ
っ

て
格

納
容

器
圧

力
が

2P
d
以
下

に
抑
制

す
る

見
込

み
が

な
く

、
外
部

水
源

に
よ

り
格

納
容

器
内
水

位
が

真

空
破

壊
装

置
位

置
に

到
達

し
た

場
合
、

又
は

格
納

容
器

か
ら

異
常
な

漏
え

い
が

確
認

で
き

た
場
合

）
に

、

当
直

副
長

が
格

納
容

器
ベ

ン
ト

を
実
施

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
）
 

【
問

題
点

】
 

・
格

納
容

器
ベ

ン
ト

の
際

に
、

放
射
性

物
質

の
放

出
を

伝
え

な
い
な

ど
、

住
民

の
安

全
を

考
え
た

対
応

が
出

来
て

い
な

か
っ

た
。
 

【
対

応
状

況
】
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

・
通

報
す

る
内

容
は

原
子

力
発

電
所
防

災
業

務
計

画
に

予
め

定
め
、

以
下

の
必

要
事

項
を

通
報
・

広
報

す
る

手
順

と
し

て
い

る
。
 

〇
原

子
力

事
業

所
の

名
称

及
び

場
所
 

〇
警

戒
事

態
該

当
（

特
定

）
事

象
の
発

生
箇

所
 

〇
警

戒
事

態
該

当
（

特
定

）
事

象
の
発

生
時

刻
 

〇
発

生
し

た
警

戒
事

態
該

当
（

特
定
）

事
象

の
概

要
 

・
警

戒
事

態
該

当
（

特
定

）
事

象
の
種

類
 

・
想

定
さ

れ
る

原
因
 

・
検

出
さ

れ
た

放
射

線
量

の
状

況
、
検

出
さ

れ
た

放
射

性
物

質
の
状

況
又

は
主

な
施

設
・

設
備
の

状
況

等
 

〇
そ

の
他

警
戒

事
態

該
当

（
特

定
）
事

象
の

把
握

に
参

考
と

な
る
情

報
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
原
子
力
事
業
者
防
災
業
務
計
画
 

「
c
.
非
常
用
復
水
器
(
I
C
)の

操

作
」
の
議
論
を
踏
ま
え
た
対
応
が

必
要
。
（
事
業
者
）
 

【
問

題
点

】
 

・
I
C
に

つ
い

て
発

電
班

は
動
作

状
況
に

つ
い

て
疑

問
を

持
た

な
か
っ

た
た

め
本

部
と

情
報

を
共
有

せ
ず

、
ま

た
対

策
本

部
は

動
作

し
て

い
る

と
誤
認

し
た

。
 

・
I
C
の

実
動

作
の

経
験

が
ほ
と

ん
ど
な

か
っ

た
た

め
、

IC
作

動
時
の

挙
動

に
つ

い
て

十
分

認
識
で

き
て

い
な

か
っ

た
 

【
対

応
状

況
】
 

・
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

S
PD
S
）
を

設
置

し
、

重
大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に
必

要
な

情
報

を
本

部
（

5
号

機
原

子
炉

建
屋

内
緊
急

時
対

策
所

）
に

お
い

て
把
握

出
来

る
設

計
と

し
て

い
る
 

・
安

全
パ

ラ
メ

ー
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
(
S
P
DS
)
は
非

常
用

交
流

電
源
設

備
に

加
え

て
、

全
交

流
動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
代

替
電
源

設
備

か
ら

給
電

が
可

能
な
設

計
と

し
て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
三
十
四
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

第
六
十
一
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

・
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、

健
全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た
め

、
原

子
炉

が
運

転
中

又
は
停

止
中

に
必

要
な

箇
所

の
保

守
点

検
、

試
験

又
は
検

査
が

実
施

で
き

る
よ

う
、
機

能
・

性
能

の
確

認
、

漏
え
い

の
有

無
、

分
解

点
検

な
ど

が
出

来
る

構
㐀
と

し
て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

第
四
十
三
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
 

シ
ビ
ア
ア

ク
シ
デ
ン

ト
対
策
 

事
故
調
査

報
告
書
等

か
ら
抽
出

し
た
課
題
 

減
圧
・
注

水
・
除
熱

設
備
の
在

り
方
 

原
子
炉
及
び
格
納
容
器
へ
の
注
水

及
び
除
熱
設
備
は
テ
ロ
を
含
め
、

不
測
の
事
態
に
お
い
て
も
確
実
に

原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
、
設
備

の
多
様
性
を
有
す
る
こ
と
。（

事

業
者
）
 

・
可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
（

A
-
2
級

）
に

よ
り

代
替

淡
水

源
（
防

火
水

槽
及

び
淡

水
貯

水
池
）

の
水

を
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
注

水
す

る
低

圧
代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

の
配
備

及
び

そ
の

手
順

を
整

備
し
て

い
る
 

・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

駆
動

消
火

ポ
ン

プ
（
消

火
系

）
を

用
い

た
原

子
炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
手

段
を
整

備
し

て
い

る
（

自
主

対
策

）
 

設
置
許
可
基
準
 

第
四
十
七
条
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
）
 

・
可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
（

A
-
2
級

）
に

よ
り

代
替

淡
水

源
（
防

火
水

槽
及

び
淡

水
貯

水
池
）

の
水

を
原

子
炉

格
納

容
器

へ
ス

プ
レ

イ
す

る
代
替

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

系
（
可

搬
型

）
の

配
備

及
び

そ
の
手

順
を

整

備
し

て
い

る
 

・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

駆
動

消
火

ポ
ン

プ
（
消

火
系

）
を

用
い

た
格

納
容
器

ス
プ

レ
イ

手
段

を
整

備
し
て

い
る

（
自

主
対

策
）
 

設
置
許
可
基
準
 

第
四
十
九
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
）
 

原
子
炉
へ
の
注
水
を
適
切
に
達
成

す
る
た
め
に
、
原
子
炉
の
減
圧
機

能
の
強
化
が
必
要
。
 

（
事
業
者
）
 

・
S
R
V
の

自
動

減
圧

機
能

が
喪

失
し
た

場
合

に
備

え
、

代
替

自
動
減

圧
ロ

ジ
ッ

ク
機

能
を

追
加
 

・
可

搬
型

直
流

電
源

設
備

（
電

源
車
、

AM
用
直

流
12
5
V
充

電
器
）

及
び

逃
が

し
安

全
弁

用
可
搬

型
蓄

電
池

（
予

備
含

）
を

配
備

し
て

い
る

 

・
作

動
窒

素
ガ

ス
確

保
の

た
め

の
高
圧

窒
素

ガ
ス

供
給

用
ボ

ン
ベ
(
予
備

含
)の

確
保

し
て

い
る
 

・
代

替
逃

が
し

安
全

弁
駆

動
装

置
に
よ

る
減

圧
機

能
の

追
加

し
て
い

る
（

自
主

対
策

）
 

設
置
許
可
基
準
 

第
四
十
六
条
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る
た
め
の
設
備
）
 

水
位
・
温

度
等
状
態

監
視
設
備

の
在
り
方
 

電
源
喪
失
や
高
温
・
高
圧
下
で
も

原
子
炉
及
び
格
納
容
器
の
パ
ラ
メ

ー
タ
が
計
測
で
き
る
よ
う
、
計
器

及
び
マ
ン
・
マ
シ
ン
イ
ン
タ
ー
フ

ェ
イ
ス
の
整
備
が
必
要
。
（
事
業

者
）
 

・
事

故
時

の
耐

環
境

性
（

地
震

・
温
度

・
圧

力
・

放
射

線
へ

の
耐
性

）
を

有
す

る
よ

う
仕

様
を
強

化
し

て
い

る
 

（
例

）
原

子
炉

格
納

容
器

内
設

置
計
器

（
原

子
炉

圧
力

容
器

温
度
、

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

雰
囲

気
温
度

な
ど

）
 

・
重

大
事

故
時

模
擬

試
験

の
結

果
、
圧
力

0
.
62
M
P
a
以

上
、

温
度

2
0
0℃

以
上

の
重

大
事

故
等
時

環
境

の

印
加

に
対

し
て

、
試

験
中

及
び

試
験
後

の
監

視
機

能
に

問
題

が
な
い

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
 

・
電

源
喪

失
に

備
え

て
、

常
設

代
替
交

流
電

源
設

備
、

可
搬

型
代
替

交
流

電
源

設
備

、
所

内
蓄
電

式
直

流

電
源

設
備

、
可

搬
型

直
流

電
源

設
備
を

配
備

し
て

い
る
 

・
代

替
電

源
設

備
が

喪
失

し
、

計
測
に

必
要

な
計

器
電

源
が

喪
失
し

た
場

合
、

特
に

重
要

な
パ
ラ

メ
ー

タ



2
0
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

と
し

て
、

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
及
び

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー
タ

（
原

子
炉

圧
力

容
器

温
度
、

原
子

炉
圧

力
、

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）
等

）
を

計
測

す
る

設
備

に
つ
い

て
は

乾
電

池
等

を
電

源
と
し

た
可

搬
型

計
測

器
に

よ
り

計
測

で
き

る
設
計

と
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
八
条
（
計
装
設
備
）
 

・
柏

崎
刈

羽
原

子
力

発
電
所

6
、

7
号

機
の

中
央

制
御

室
で
は

、
大
型

の
デ

ィ
ス

プ
レ

イ
を

配
置
し

、
複

数
の

運
転

員
が

プ
ラ

ン
ト

パ
ラ

メ
ー

タ
を
容

易
に

確
認

出
来

る
設

計
と
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
十
条
（
誤
操
作
防
止
）
 

仮
に
計
器
が
使
え
な
く
な
っ
て

も
、
他
の
パ
ラ
メ
ー
タ
等
に
よ
り

原
子
炉
の
状
況
を
把
握
す
る
手
段

の
検
討
が
必
要
。
（
事
業
者
）
 

・
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
の

計
測

が
困
難

と
な

っ
た

場
合

に
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
っ

て
プ

ラ
ン
ト

の
状

態
を

推
定

で
き

る
よ

う
手

順
を

整
備

し
て
い

る
 

（
例

）
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

水
位
の

場
合
 

①
他

の
水

位
計

か
ら

推
定
 

②
流

量
計

（
高

圧
代

替
注

水
系

系
統
流

量
、

復
水

補
給

水
系

流
量
な

ど
）

か
ら

崩
壊

熱
に

よ
る
原

子
炉

水
位

変
化

量
を

考
慮

し
、

原
子

炉
圧

力
容
器

内
の

水
位

を
推

定
 

③
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の

注
水

に
よ
り

主
蒸

気
配

管
よ

り
上

ま
で
注

水
し

、
原

子
炉

圧
力

と
格
納

容
器

内
圧

力
の

差
圧

か
ら

原
子

炉
圧

力
容

器
の
満

水
を

推
定
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
条
（
計
装
設
備
）
 

プ
ラ
ン
ト
状
況
が
把
握
不
能
時
の

迅
㏿
な
減
圧
・
注
水
の
判
断
の
在

り
方
の
検
討
が
必
要
。
（
事
業

者
）
 

・
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
の

計
測

が
困
難

と
な

っ
た

場
合

に
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
っ

て
プ

ラ
ン
ト

の
状

態
を

推
定

で
き

る
よ

う
手

順
を

整
備

し
て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
条
（
計
装
設
備
）
 

電
源
喪
失

を
想
定
し

た
手
動
操

作
化
 

電
源
喪
失
時
に
も
ベ
ン
ト
等
の
非

常
用
設
備
・
安
全
設
備
の
操
作

が
、
中
央
制
御
室
外
か
ら
多
様
な

手
段
で
行
え
る
よ
う
改
良
が
必

・
格

納
容

器
ベ

ン
ト

弁
の

遠
隔

手
動
操

作
設

備
の

設
置

及
び

遠
隔
空

気
駆

動
操

作
用

ボ
ン

ベ
を
配

備
す

る
と

共
に

そ
の

操
作

手
順

を
整

備
し

て
い
る
 

・
中

央
制

御
室

か
ら

高
圧

代
替

注
水
系

や
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系
が

遠
隔

操
作

で
き

な
い

場
合
に

備
え

、
事

故
の

過
酷

環
境

を
想

定
し

た
上

で
、
現

場
手

動
操

作
手

順
を

整
備
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 



2
1
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

要
。
（
事
業
者
）
 

第
四
十
五
条
（
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
為
の
設
備
）
 

第
五
十
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
）
 

水
素
対
策

設
備
、
フ

ィ
ル
タ
・

ベ
ン
ト
設

備
 

金
属
反
応
及
び
水
の
放
射
線
分
解

で
発
生
す
る
水
素
を
早
期
に
燃
焼

若
し
く
は
排
出
す
る
設
備
が
必

要
。
（
事
業
者
）
 

・
原

子
炉

建
屋

水
素

処
理

設
備

（
P
AR
）
の

設
置

及
び

動
作
状

況
確
認

手
段

を
整

備
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
三
条
（
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
）
 

・
格

納
容

器
圧

力
逃

し
装

置
を

設
置
し

当
該

設
備

を
用

い
た

水
素
ガ

ス
及

び
酸

素
ガ

ス
の

放
出
手

順
を

整
備

し
て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
二
条
（
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
）
 

放
射
性
物
質
の
環
境
へ
の
放
出
を

抑
制
す
る
た
め
に
フ
ィ
ル
タ
・
ベ

ン
ト
設
備
等
の
設
置
が
必
要
。

（
事
業
者
）
 

・
格

納
容

器
を

減
圧

す
る

た
め

格
納
容

器
圧

力
逃

し
装

置
を

設
置
し

て
い

る
 

・
格

納
容

器
を

除
熱

す
る

た
め

代
替
循

環
冷

却
系

を
設

置
す

る
と
と

も
に

そ
の

操
作

手
順

書
を
整

備
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
）
 

シ
ビ
ア
ア

ク
シ
デ
ン

ト
対
策
に

係
る
共
通

事
項
 

全
電
源
喪
失
等
を
想
定
し
た
手
順

書
の
整
備
や
訓
練
を
行
う
こ
と
。

（
事
業
者
）
 

・
代

替
電

源
や

電
源

供
給

ラ
イ

ン
の
多

様
化

を
踏

ま
え

、
状

況
に
応

じ
た

代
替

電
源

設
備

、
電
源

供
給

ラ
イ

ン
を

適
切

か
つ

容
易

に
選

択
で

き
る
よ

う
操

作
手

順
書

を
整

備
し
、

訓
練

を
実

施
し

て
い

る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
14

項
（
電
源
確
保
に
関
す
る
手
順
）
 

シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
対
応
す

る
要
員
や
専
門
家
の
育
成
が
必

要
。
（
国
・
事
業
者
）
 

・
国

は
、

職
員

の
専

門
性

を
向

上
す
る

た
め

、
原

子
力

保
安

検
査
官

、
原

子
力

防
災

専
門

官
等
に

対
す

る
原

子
力

規
制

に
関

す
る

専
門

研
修

、
プ
ラ

ン
ト

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

を
用
い

た
挙

動
把

握
・

対
処

の
実
習

等
を

実

施
。

シ
ビ

ア
ア

ク
シ

デ
ン

ト
も

想
定
。
 

・
事

業
者

は
、

重
大

事
故

等
に

対
処
す

る
要

員
（

緊
急

時
対

策
要
員

、
運

転
員

及
び

自
衛

消
防
隊

を
含

む
全

体
）

は
、

日
頃

か
ら

重
大

事
故

等
時
の

対
応

の
た

め
教

育
及

び
訓
練

を
実

施
し

て
い

る
 

・
当

直
長

や
当

直
副

長
は

、
異

常
時
に

指
揮

者
と

し
て

適
切

な
指
揮

、
状

況
判

断
が

で
き

る
よ
う

に
、

異
常

時
操

作
の

対
応

（
判

断
、

指
揮

命
令
含

む
）
、
警

報
発

生
時
の

監
視
項

目
に

つ
い

て
の

訓
練

等
を
行

う
こ

と

と
し

て
い

る
 

・
原

子
炉

主
任

技
術

者
を

原
子

炉
毎
に

選
任

し
、

原
子

炉
主

任
技
術

者
は

重
大

事
故

等
時

に
お
い

て
、

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
関

し
保

安
上

必
要
な

場
合

は
、

運
転

に
従

事
す
る

者
（

所
長

を
含

む
）

へ
指
示

を
行

う

こ
と

と
し

て
い

る
 



2
2
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
11

項
（
重
大
事
故
等
時
の
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
役
割
に
つ
い
て
）
 

シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
や
テ

ロ
対
策
を
事
業
者
だ
け
に
任
せ
な

い
こ
と
。
（
国
）
 

・
新

規
制

基
準

に
お

い
て

、
重

大
事
故

（
シ

ビ
ア

ア
ク

シ
デ

ン
ト
）

の
発

生
を

防
止

す
る

た
め
の

基
準

を
強

化
す

る
と

と
も

に
、

万
一

、
重

大
事
故

や
テ

ロ
が

発
生

し
た

場
合
に

対
処

す
る

た
め

、
重

大
事
故

等
対

処

設
備

の
整

備
・

大
規

模
な

自
然

災
害
又

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空
機

の
衝

突
そ

の
他

テ
ロ

リ
ズ
ム

へ
の

対

応
等

を
事

業
者

へ
要

求
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

2
項
（
大
規
模
な
自
然
災
害
又
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
の
対
応
に
お
け
る
要
求
事
項
）
等
 

・
事

故
収

束
活

動
に

つ
い

て
は

一
義
的

に
は

原
子

力
事

業
者

の
責
任

に
お

い
て

実
施

す
べ

き
も
の

で
あ

る

が
、

当
該

原
子

力
事

業
者

だ
け

で
は
十

分
な

措
置

を
講

ず
る

こ
と
が

で
き

な
い

場
合

に
は

、
「
原

子
力

災
害

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

等
に

基
づ

き
、
各

関
係

省
庁

は
そ

れ
ぞ

れ
の
実

動
組

織
に

よ
る

対
応

に
係
る

調
整

等

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
 

議
論
の
深

堀
に
よ
り

確
認
し
た

課
題
 

シ
ビ
ア
ア

ク
シ
デ
ン

ト
対
策
の

議
論
を
踏

ま
え
た
対

応
 

「
a
.
格
納
容
器
ベ
ン
ト
の
作
業
」

の
議
論
を
踏
ま
え
た
対
応
が
必

要
。
（
事
業
者
）
 

【
問

題
点

】
 

・
全

電
源

喪
失

、
高

線
量

、
照

明
の
喪

失
、

通
信

遮
断

な
ど

の
環
境

下
で

の
作

業
も

想
定

し
て
い

な
か

っ

た
。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
全

電
源

喪
失

、
現

場
の

高
線

量
な
ど

現
場

状
況

の
悪

化
を

想
定
し

た
訓

練
を

実
施

し
て

い
る
 

（
設

計
基

準
事

象
ベ

ー
ス

、
設

計
基
準

外
事

象
ベ

ー
ス

、
国

内
外
で

発
生

し
た

ト
ラ

ブ
ル

対
応
、

中
越

沖

地
震

の
教

訓
を

反
映

し
た

地
震

を
起
因

と
し

た
複

合
事

象
、

福
島
第

一
原

子
力

発
電

所
の

事
故
の

教
訓

か

ら
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

を
想

定
し
た

対
応

等
）
 

・
当

直
（

運
転

員
）

以
外

の
実

施
組
織

に
つ

い
て

は
、

電
源

確
保
や

可
搬

型
設

備
を

使
用

し
た
給

水
確

保
等

の
対

応
操

作
を

習
得

す
る

こ
と

を
目
的

に
手

順
や

資
機

材
の

取
り
扱

い
方

法
等

の
個

別
訓

練
を
年

1
回

以

上
実

施
し

て
い

る
 

・
実

効
性

等
を

総
合

的
に

確
認

す
る
た

め
の

総
合

訓
練

を
年

１
回
以

上
実

施
し

て
い

る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
9
項
（
重
大
事
故
等
対
策
の
対
処
に
係
る
教
育
及
び
訓
練
に
つ
い
て
）
 

【
問

題
点

】
 

・
複

数
号

機
で

事
故

を
想

定
し

て
い
な

か
っ

た
た

め
、

指
揮

命
令
系

統
が

錯
綜

し
、

現
場

で
の
作

業
に

も
影

響
し

た
。
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

【
対

応
状

況
】
 

・
号

機
毎

に
重

大
事

故
等

の
対

応
を
完

結
で

き
る

よ
う

、
要

員
体
制

を
変

更
・

強
化

し
て

い
る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
10

項
（
重
大
事
故
時
の
体
制
に
つ
い
て
）
 

【
問

題
点

】
 

・
格

納
容

器
圧

力
が

圧
力

解
放

板
の
圧

力
の

設
定

圧
力

に
到

達
し
な

い
と

ベ
ン

ト
出

来
な

い
仕
様

と
な

っ
て

い
た

。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
系

に
つ
い

て
は

、
弁

の
操

作
の

み
で
確

実
に
格

納
容

器
ベ

ン
ト

が
実

施
で
き

る
手

順
に

変

更
し

て
い

る
 

・
格

納
容

器
圧

力
逃

が
し

装
置

に
設

置
す

る
ラ

プ
チ

ャ
ー

デ
ィ

ス
ク

は
格

納
器

圧
力

逃
が

し
装

置
の

使
用

の

妨
げ

に
な

ら
な

い
よ

う
、
原
子
炉

格
納
容

器
か

ら
の

排
気

圧
力

と
比
較

し
て

十
分

に
低

い
圧

力
で
動

作
す
る

も
の

を
設

置
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
）
 

【
問

題
点

】
 

・
電

源
喪

失
後

は
電

動
弁

や
空

気
作
動

弁
に

様
々

な
問

題
が

生
じ
た

。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
格
納

容
器

ベ
ン

ト
弁

の
常
設

代
替
交

流
電

源
設

備
又

は
可

搬
型
代

替
交

流
電

源
設

備
か

ら
給
電

に
よ

り
、
中

央
制

御
室

か
ら

操
作

が
可

能
な

設
計
と

し
て

い
る
 

・
格

納
容

器
逃

が
し

装
置

使
用

時
の

排
出

経
路

に
設

置
さ

れ
る

隔
離

弁
は

遠
隔

手
動

操
作

設
備

の
設

置
及

び

遠
隔

空
気

駆
動

操
作

用
ボ

ン
ベ

を
配
備

す
る

こ
と

で
、

人
力

に
よ
る

操
作

が
可

能
な

設
計

と
し
て

い
る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.5

項
（
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
輸
送
手
順
）
 

1
.7

項
（

PC
V
過
圧
破
損
防
止
手
順
）
 

「
b
.
消
防
車
に
よ
る
代
替
注
水
」

の
議
論
を
踏
ま
え
た
対
応
が
必

要
。
（
事
業
者
）
 

【
問

題
点

】
 

・
消
防

車
に

よ
る

代
替

注
水
を

想
定
し

て
い

な
か

っ
た

。
そ

の
た
め

代
替

注
水

の
一

部
は

他
系
統

や
機

器
へ

流

れ
込

ん
で

い
た

。
 

【
対

応
状

況
】
 



2
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

・
可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
（

A
-
2
級

）
に

よ
り

代
替

淡
水

源
（
防

火
水

槽
及

び
淡

水
貯

水
池
）

の
水

を
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
注

水
す

る
低

圧
代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

の
配
備

及
び

そ
の

手
順

を
整

備
し
て

い
る
 

・
復

水
補

給
水

系
バ

イ
パ

ス
流

防
止
の

た
め

タ
ー

ビ
ン

建
屋

負
荷
遮

断
弁

の
設

置
及

び
そ

の
手
順

を
整

備
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
四
十
七
条
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
）
 

「
c
.
水
素
爆
発
」
の
議
論
を
踏
ま

え
た
対
応
が
必
要
。（

事
業
者
）
 

【
問

題
点

】
 

・
4
号

機
の

水
素

爆
発

は
3
号

機
の
原

子
炉

で
発

生
し

た
水

素
が
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
（

S
G
T
S）

を
通

じ
て

4

号
機

原
子

炉
建

屋
へ

流
入

し
、

蓄
積
・

爆
発

し
た

可
能

性
が

高
い
。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
柏
崎

刈
羽

原
子

力
発

電
所
で

は
ベ
ン

ト
ラ

イ
ン

を
共

有
し

て
い
る

号
機

は
な

い
た

め
、
他

の
号
機

か
ら

の
流

入
の

可
能

性
は

な
い

こ
と

を
確

認
し
て

い
る
 

・
原

子
炉

建
屋

水
素

処
理

設
備

（
P
AR
）
を

設
置

し
て

い
る
 

・
原

子
炉

建
屋

水
素

濃
度

計
を

設
置
し

て
い

る
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

の
閉

じ
込

め
機
能

を
強

化
す

る
た

め
改

良
EP
D
M
材

を
採

用
し

て
い
る

 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
三
条
（
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
）
 

「
d
.
水
素
や
放
射
性
物
質
の
漏
洩

箇
所
」
の
議
論
を
踏
ま
え
た
対
応

が
必
要
。
（
事
業
者
）
 

【
問

題
点

】
 

・
2
号
機

格
納

容
器

の
漏

洩
口

は
、
P
C
V
ト

ッ
プ

ヘ
ッ

ド
フ

ラ
ン
ジ

部
、

S
/C

の
下

部
に

あ
る
可

能
性

が
あ

る
。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
格

納
容

器
を

減
圧

す
る

た
め

格
納
容

器
圧

力
逃

し
装

置
（

F
C
V
S）

を
設

置
し

て
い

る
 

・
格

納
容

器
ベ

ン
ト

弁
の

遠
隔

手
動
操

作
設

備
の

設
置

及
び

遠
隔
空

気
駆

動
操

作
用

ボ
ン

ベ
を
配

備
す

る
と

共
に

そ
の

操
作

手
順

を
整

備
し

て
い
る
 

・
格

納
容

器
を

除
熱

す
る

た
め

代
替
循

環
冷

却
系

を
設

置
す

る
と
と

も
に

そ
の

操
作

手
順

書
を
整

備
し

て
い

る
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

の
閉

じ
込

め
機
能

を
強

化
す

る
た

め
改

良
EP
D
M
材

を
採

用
し

て
い
る

 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
）
 



2
5
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

「
e
.
海
外
の
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン

ト
対
策
」
の
議
論
を
踏
ま
え
た
対

応
が
必
要
。（

事
業
者
）
 

【
問

題
点

】
 

・
テ

ロ
対

策
を

検
討

す
る

部
署

が
な
か

っ
た

。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
大
規

模
な

自
然

災
害

又
は
故

意
に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ
の

他
テ

ロ
リ

ズ
ム

を
想

定
し

、
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

被
災

状
況

を
把

握
す

る
た

め
の

手
順

及
び

被
災

状
況

を
踏

ま
え

た
優

先
実

施
事

項
の

実
行

判
断

を
行

う
手

順
を

整
備

し
て

い
る

 

・
重
大

事
故

等
を

超
え

る
よ
う

な
状
況

を
想

定
し

た
大

規
模

損
壊
対

応
の

た
め

の
体

制
を

整
備

、
充

実
す

る
た

め
に

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

必
要
な

計
画

の
策

定
並

び
に

運
転
員

、
緊

急
時

対
策

要
員
及

び
自
衛

消
防
隊

に
対

す
る

教
育

及
び

訓
練

を
付

加
し
て

実
施

し
体

制
の

整
備

を
図
る

こ
と

と
し

て
い

る
 

【
問

題
点

】
 

・
海

外
で

は
原

子
炉

建
屋

の
水

素
爆

発
の

可
能

性
や

格
納

容
器

外
へ

の
水

素
漏

れ
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

て

い
た

が
、

事
業

者
は

格
納

容
器

閉
じ
込

め
機

能
を

過
信

し
検

討
し
て

い
な

か
っ

た
。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
原

子
炉

建
屋

水
素

処
理

設
備

（
P
AR
）
の

設
置

し
て

い
る
 

・
原

子
炉

建
屋

水
素

濃
度

計
の

設
置
し

て
い

る
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

の
閉

じ
込

め
機
能

を
強

化
す

る
た

め
シ

ー
ル
部

に
改
良

E
P
DM

材
を
採

用
し
て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
三
条
（
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
）
 

【
問

題
点

】
 

・
米

国
で

は
コ

ア
キ

ャ
ッ

チ
ャ

ー
が
設

置
さ

れ
て

い
る

。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
復

水
移

送
ポ

ン
プ

に
よ

る
格

納
容
器

下
部

注
水

系
（

常
設

）
の
設

置
及

び
手

順
の

整
備

し
て
い

る
 

・
可
搬

型
代

替
注

水
ポ

ン
プ
（

A
-
2
級
）
に
よ

る
格

納
容

器
下

部
注
水

系
（

可
搬

型
）
の
配

備
及
び

手
順

の
整

備
し

て
い

る
 

・
サ

ン
プ

へ
の

コ
リ

ウ
ム

流
入

抑
制
の

た
め

の
コ

リ
ウ

ム
シ

ー
ル
ド

の
設

置
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
一
条
（
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
）
 

「
f
.
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
を
検

【
問

題
点

】
 

・
電

源
喪

失
に

よ
り

、
圧

力
、

水
素
濃

度
、

水
位

等
が

把
握

で
き
な

く
な

っ
た

。
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

知
す
る
計
装
系
」
の
議
論
を
踏
ま

え
た
対
応
が
必
要
。
 

（
事
業
者
）
 

【
対

応
状

況
】
 

・
電

源
喪

失
に

備
え

て
、

常
設

代
替
交

流
電

源
設

備
、

可
搬

型
代
替

交
流

電
源

設
備

、
所

内
蓄
電

式
直

流
電

源
設

備
、

可
搬

型
直

流
電

源
設

備
、
可

搬
型

計
測

器
を

配
備

し
て
い

る
 

・
シ

ビ
ア

ア
ク

シ
デ

ン
ト
対
応

手
順
上

の
判

断
に

用
い

る
計

装
設
備

に
つ

い
て
、
事
故

時
の

耐
環
境

性
（
地

震
・

温
度

・
圧

力
・

放
射

線
へ

の
耐

性
）
を

有
す

る
よ

う
仕

様
を

強
化
し

て
い

る
 

・
重

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
の

計
測

が
困

難
と

な
っ

た
場

合
に

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
に

よ
っ

て
プ

ラ
ン

ト
の

状
態

を

推
定

で
き

る
よ

う
手

順
を

整
備

し
て
い

る
 

・
シ
ビ

ア
ア

ク
シ

デ
ン

ト
時
に

原
子
炉

水
位

計
が

正
確

な
指

示
を
示

し
て

い
る

か
適

切
に

判
断
す

る
た

め
、
基

準
面

器
に

温
度

計
を

設
置

し
て

い
る
（

自
主

対
策

）
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
八
条
（
計
装
設
備
）
 

過
酷
な
環

境
下
で
の

現
場
対
応
 

事
故
調
査

報
告
書
等

か
ら
抽
出

し
た
課
題
 

高
線
量
下

に
お
け
る

作
業
 

放
射
能
漏
洩
時
に
お
い
て
も
、
制

御
や
事
故
対
応
が
で
き
る
施
設
に

改
善
す
る
こ
と
。
 

（
事
業
者
）
 

・
炉

心
の

著
し

い
損

傷
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
運

転
員

が
と

ど
ま

る
こ

と
が

出
来

る
よ

う
中

央
制

御

室
及

び
中

央
制

御
室

対
待

避
室

を
設
け

る
 

・
換

気
空

調
設

備
及

び
遮

蔽
設

備
に
よ

っ
て

原
子

炉
制

御
室

内
の
運

転
員

の
実

効
線

量
が

7
日
間
で

1
0
0m
Sv

を
超

え
な

い
設

計
と

し
て

い
る

 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
九
条
（
運
転
員
が
原
子
炉
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備
）
 

・
緊

急
時

対
策

所
と

し
て

「
5
号

機
原

子
炉

建
屋

内
緊

急
時

対
策
所

」
を

設
置

し
て

い
る

 

・
換

気
空

調
設
備

及
び

遮
蔽
設

備
に

よ
り

5
号
機

原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対

策
所

内
の
対

策
要

員
の

実
効

線

量
が

7
日

間
で

10
0
m
Sv

を
超
え

な
い
設

計
と

し
て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
三
十
四
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

第
六
十
一
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

遠
隔
操
作
に
よ
る
状
況
確
認
、
作

業
が
で
き
る
機
材
が
必
要
。
 

（
事
業
者
）
 

・
重

大
事

故
等

の
対

応
に

あ
た

り
、
現
場

作
業

員
の

被
ば
く

を
低
減

す
る

た
め

、
低
圧
注

水
や
格

納
容

器
ベ

ン

ト
等

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

と
な
る

弁
に

対
す

る
遠

隔
手

動
操
作

設
備

を
設

置
、
又
手
順

を
整
備

し
て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
四
十
七
条
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
）
他
 

・
中
央

制
御

室
に

待
避

し
た
運

転
員
が

、
中
央

制
御

室
待
避

室
の
外

に
出

る
こ

と
な

く
主

要
な
計

測
装

置
の

監
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

視
を

行
え

る
よ

う
に

デ
ー

タ
表

示
装
置

を
設

置
し

て
い

る
 

・
デ
ー

タ
表

示
装

置
は

、
全
交
流

動
力
電

源
喪

失
時

に
お

い
て

も
常
設

交
流

電
源

又
は

可
搬

型
交
流

電
源

設
備

か
ら

の
給

電
が

可
能

な
設

計
と

し
て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
九
条
（
運
転
員
が
原
子
炉
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備
）
 

高
線
量
下
で
作
業
す
る
た
め
の
装

備
、
手
順
を
備
え
る
こ
と
。
 

（
事
業
者
）
 

・
緊

急
時

対
策

所
や

中
央

制
御

室
に
要

員
分
の

A
P
D、

ガ
ラ

ス
バ
ッ

ジ
を

配
備

し
て

い
る

 

・
簡

易
入

退
域

管
理

シ
ス

テ
ム

、
W
BC

搭
載

車
配

備
し

て
い

る
 

・
復

旧
要

員
の

放
射

線
防

護
装

備
品
の

配
備

・
増

強
し

て
い

る
（
自

主
対

策
）
 

・
中

央
制

御
室

お
よ

び
緊

急
時

対
策
所

の
放

射
性

物
質

流
入

防
止
対

策
を

配
備

し
て

い
る

（
陽
圧

化
）
 

・
5
号
機

原
子

炉
建

屋
内

緊
急

時
対
策

所
入

口
に

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ
エ

リ
ア

を
設

置
し

、
外

部
か
ら

放
射

性
物
質

を
持

ち
込

ま
せ

な
い

環
境

を
整

備
す
る

手
順

を
整

備
す

る
と

と
も
に

、
総

合
訓

練
時

に
設
置

訓
練
を

行
う
こ

と
と

し
て

い
る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
13

項
（
緊
急
時
対
策
要
員
の
作
業
時
に
お
け
る
装
備
）
 

1
.
16

項
（
原
子
炉
制
御
室
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
）
 

1
.
18

項
（
緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
）

1.
18

項
（
緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
）
 

法
律
に
規
定
す
る
被
ば
く
限
度
お

よ
び
限
度
を
超
え
た
場
合
の
作
業

の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
。

（
国
）
 

電
離

放
射

障
害

防
止

規
則

の
改

正
（
平
成

2
8
年

4
月

）
 

・
 
厚

生
労
働

大
臣

は
原

子
力

緊
急

事
態
が

発
生

し
た

場
合

な
ど

、
緊
急

作
業

に
係

る
事

故
の

状
況
そ

の
他

の
事

情
を

勘
案

し
、

実
効

線
量

に
つ
い
て

1
0
0
ミ

リ
シ

ー
ベ

ル
ト
の

被
ば

く
限

度
に

よ
る

こ
と
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
25
0
ミ
リ

シ
ー

ベ
ル

ト
を

超
え
な

い
範
囲

で
、

被
ば

く
限

度
（

特
例
緊

急

被
ば

く
限

度
）

を
別

に
定

め
、

又
は
こ

れ
を

変
更

す
る

こ
と

が
で
き

る
こ

と
。
 

・
 
原

子
力
緊

急
事

態
又

は
そ

れ
に

至
る
お

そ
れ

の
高

い
事

態
が

発
生
し

た
場

合
は

、
厚

生
労

働
大
臣

は
、

直
ち

に
特

例
緊

急
被

ば
く

限
度

を
25
0
ミ
リ

シ
ー

ベ
ル

ト
と

定
め
る

こ
と

。
 

・
 
事

業
者
は

、
特

例
緊

急
作

業
従

事
期
間

中
に

受
け

る
線

量
が

、
特
例

緊
急

被
ば

く
限

度
を

超
え
な

い
よ

う
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
。
 

・
 
事

業
者
は

、
特

例
緊

急
作

業
従

事
者
に

係
る

記
録

等
を

厚
生

労
働
大

臣
に

報
告

す
る

こ
と

 

・
 
事

業
者
は

、
特

例
緊

急
作

業
に

労
働
者

を
就

か
せ

る
と

き
は

、
当
該

労
働

者
に

対
し

特
別

の
教
育

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

・
 
事

業
者
は

、
緊

急
作

業
従

事
者

に
対
し

、
①

緊
急

作
業

従
事

期
間
中

に
、

１
月

以
内

ご
と

に
１
回

、
②
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

当
該

業
務

か
ら

他
の

業
務

へ
の

配
置
換

え
又

は
離

職
の

際
、

健
康
診

断
を

実
施

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

 

等
 

が
れ
き
散

乱
状
態
下

等
で
の
対

応
 

が
れ
き
除
去
等
に
必
要
な
重
機
な

ど
を
整
備
す
る
こ
と
。
（
事
業

者
）
 

・
が

れ
き

撤
去

用
重

機
（

ホ
イ

ー
ル
ロ

ー
ダ

）
及

び
仮

復
旧

用
資
機

材
（

砕
石

等
）

を
配

備
し
て

い
る
 

・
重

機
に

よ
る

が
れ

き
撤

去
訓

練
を
定

期
的

に
実

施
し

て
い

る
 

・
社

員
に

よ
る

重
機

等
の

必
要

資
格
取

得
し

て
い

る
 

・
緊
急

時
対

策
所

及
び

4
箇
所

の
重
大

事
故

等
対

処
設

備
保

管
場
所

か
ら

目
的

地
ま

で
、
複

数
ル
ー

ト
で

ア
ク

セ
ス

が
可

能
と

な
る

よ
う

道
路

を
整
備

し
て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
四
十
三
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
2
項
（
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
保
管
場
所
及
び
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
）
 

協
力
企
業
の
み
で
な
く
、
事
業
者

そ
の
も
の
が
直
接
対
応
で
き
る
体

制
が
必
要
。（

事
業
者
）
 

同
上
 

外
部
要
因
事
象
へ
対
応
す
る
訓
練

が
必
要
。
 

（
事
業
者
）
 

同
上
 

重
要
設
備
へ
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト

に
加
え
、
要
員
参
集
や
資
機
材
輸

送
に
用
い
る
発
電
所
周
辺
道
路
を

確
保
す
る
こ
と
。
 

（
国
・
県
・
事
業
者
）
 

・
事

業
者

は
、

緊
急

時
対

策
所

及
び

4
箇
所

の
重

大
事

故
等

対
処
設

備
保

管
場

所
か

ら
目

的
地
ま

で
、

複
数

ル
ー

ト
で

ア
ク

セ
ス

が
可

能
で

あ
る
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

 

・
発

電
所

外
（

多
く

の
発

電
所

職
員
が

居
住

し
て

い
る

柏
崎

市
内
）

か
ら

発
電

所
へ

の
参

集
に
つ

い
て

も
複

数
の

ル
ー

ト
が

あ
る

こ
と

を
確

認
し
て

い
る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
2
項
（
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
保
管
場
所
及
び
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
）
 

・
国

や
県

は
、

災
害

に
強

い
道

路
整
備

を
推

進
 

原
子
力
災

害
の
た
め

シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
対
応
す

る
専
門
組
織
を
個
別
の
事
業
者
だ

・
事

故
収

束
活

動
に

つ
い

て
は

一
義
的

に
は

原
子

力
事

業
者

の
責
任

に
お

い
て

実
施

す
べ

き
も
の

で
あ

る

が
、

当
該

原
子

力
事

業
者

だ
け

で
は
十

分
な

措
置

を
講

ず
る

こ
と
が

で
き

な
い

場
合

に
は

、
「
原

子
力

災
害

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

等
に

基
づ

き
、
各

関
係

省
庁

は
そ

れ
ぞ

れ
の
実

動
組

織
に

よ
る

対
応

に
係
る

調
整

等
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

の
専
門
組

織
 

け
で
な
く
、
国
と
し
て
も
整
備
す

る
こ
と
が
必
要
（
国
）
 

を
実

施
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
 

原
子
力
災
害
マ
ニ
ュ
ア
ル
 

欧
米
に
整
備
さ
れ
て
い
る
事
故
対

応
を
指
導
・
助
言
す
る
セ
ー
フ
テ

ィ
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
制
度
な
ど
を
検

討
す
る
こ
と
。
（
事
業
者
）
 

・
原

子
炉

主
任

技
術

者
を

原
子

炉
毎
に

選
任

し
て

い
る
 

・
原

子
炉

主
任

技
術

者
は

重
大

事
故
等

時
に

お
い

て
、

原
子

炉
施
設

の
運

転
に

関
し

保
安

上
必
要

な
場

合

は
、

運
転

に
従

事
す

る
者

（
所

長
を
含

む
）

へ
指

示
を

行
う

こ
と
と

し
て

い
る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
11

項
（
重
大
事
故
等
時
の
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
役
割
に
つ
い
て
）
 

議
論
の
深

堀
に
よ
り

確
認
し
た

課
題
 

高
線
量
下

の
作
業
の

議
論
を
踏

ま
え
た
対

応
 

事
故
直
後
の
状
況
に
お
い
て
、

1
0
0
m
S
v
以
上
の
作
業
を
許
容
し

た
こ
と
が
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
を

踏
ま
え
、
法
律
に
規
定
す
る
緊
急

作
業
に
係
る
線
量
限
度
の
引
き
上

げ
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
線
量

限
度
を
絶
対
的
な
も
の
と
す
る
の

か
目
標
値
と
す
る
の
か
、
取
り
扱

い
を
検
討
す
る
こ
と
。
（
国
）
 

・
 
電

離
放
射

障
害

防
止

規
則

の
改

正
（
平
成

2
8
年

4
月

）
 

・
 
厚

生
労
働

大
臣

は
原

子
力

緊
急

事
態
が

発
生

し
た

場
合

な
ど

、
緊
急

作
業

に
係

る
事

故
の

状
況
そ

の
他

の
事

情
を

勘
案

し
、

実
効

線
量

に
つ
い
て

1
0
0
ミ

リ
シ

ー
ベ

ル
ト
の

被
ば

く
限

度
に

よ
る

こ
と
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
25
0
ミ
リ

シ
ー

ベ
ル

ト
を

超
え
な

い
範
囲

で
、

被
ば

く
限

度
（

特
例
緊

急

被
ば

く
限

度
）

を
別

に
定

め
、

又
は
こ

れ
を

変
更

す
る

こ
と

が
で
き

る
こ

と
。
 

・
 
原

子
力
緊

急
事

態
又

は
そ

れ
に

至
る
お

そ
れ

の
高

い
事

態
が

発
生
し

た
場

合
は

、
厚

生
労

働
大
臣

は
、

直
ち

に
特

例
緊

急
被

ば
く

限
度

を
25
0
ミ
リ

シ
ー

ベ
ル

ト
と

定
め
る

こ
と

。
 

事
業

者
は

特
例

緊
急

作
業

従
事

期
間
中

に
受

け
る

線
量

が
、

特
例
緊

急
被

ば
く

限
度

を
超

え
な
い

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。
 

電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
、
第

7
条
の
２
、
第
７
条
の
３
 

民
間
運
送
事
業
者
に
よ
る
福
島
第

一
原
子
力
発
電
所
へ
の
資
機
材
の

直
接
輸
送
が
で
き
な
か
っ
た
な

ど
、
発
電
所
内
へ
の
輸
送
に
支
障

が
生
じ
た
事
実
を
踏
ま
え
て
、
防

災
関
係
者
も
含
め
た
線
量
管
理
方

法
等
の
対
応
策
を
検
討
す
る
こ

と
。
（
国
）
 

・
防

災
業

務
関

係
者

の
線

量
管

理
に
つ

い
て

は
、

平
成

27
年

に
内
閣

府
に

「
オ

フ
サ

イ
ト

の
防
災

業
務

関
係

者
の

安
全

確
保

に
関

す
る

検
討

会
」
が

設
置

さ
れ

、
報

告
書

を
と
り

ま
と

め
た

。
被

ば
く

線
量
の

管
理

に

つ
い

て
は

、
国

及
び

自
治

体
の

職
員
に

関
し

て
は

当
該

機
関

が
そ
れ

ぞ
れ

責
任

を
持

ち
管

理
し
、

民
間

事

業
者

の
場

合
は

、
業

務
実

施
前

の
被
ば

く
線

量
の

予
測

及
び

当
該
線

量
が

予
め

定
め

た
管

理
の
目

安
以

内

に
収

ま
る

こ
と

の
確

認
を

実
施

の
要
請

を
行

う
機

関
が

行
い

、
業
務

実
施

後
の

被
ば

く
線

量
の
記

録
と

事

後
の

保
管

に
つ

い
て

、
要

請
を

行
う
機

関
と

民
間

事
業

者
が

協
同
し

て
行

う
こ

と
が

必
要

と
さ
れ

た
。
 

オ
フ
サ
イ
ト
の
防
災
業
務
関
係
者
の
安
全
確
保
に
関
す
る
検
討
会

 報
告
書
 

・
な

お
、

事
業

者
は

、
事

故
収

束
活
動

に
必

要
な

資
機

材
を

発
電
所

内
及

び
後

方
支

援
に

保
管
し

て
い

る
。
 



3
0
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

作
業
員
の
安
全
を
確
保
す
る
意
味

か
ら
も
、
緊
急
時
に
お
い
て
も
作

業
現
場
の
放
射
線
量
を
確
実
に
把

握
で
き
る
よ
う
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

機
器
や
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
事
業
者
）
 

・
事

業
者

は
、

次
の

対
応

を
実

施
し
て

い
る
 

①
 
モ

ニ
タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
の

電
源

強
化
（
無

停
電

電
源

装
置
（

９
台
（
ﾓ
ﾆ
ﾀ
ﾘﾝ
ｸ
ﾞ
ﾎﾟ
ｽ
ﾄ毎

に
設

置
））

／
モ

ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
用

発
電

機
（

3
台
）
）
 

②
 
モ

ニ
タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
（

9
台

）
、
気

象
観

測
装

置
（

１
台
（

予
備
１

台
）
）
の

伝
送

多
様
化

 

③
 
放

射
線
観

測
車
（

1
台
）
に
加
え

て
、
可
搬

型
放

射
線

計
測
器
（
可

搬
型

ダ
ス

ト
・
よ

う
素

サ
ン
プ

ラ
（
２

台
（

予
備

１
台

）
）、

N
aI

シ
ン

チ
レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ
（

２
台

（
予

備
１

台
））

等
）
を

配
備
 

④
 
可

搬
型
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

の
配
備
（

１
５

台
（

予
備
１

台
）
）、

可
搬
型

気
象

観
測
装

置
の
配

備
（
１

台
（

予
備

１
台

）
）、

海
上

モ
ニ

タ
リ
ン

グ
用

小
型

船
舶

（
１

台
（
予

備
１

台
）
）
の

配
備
 

設
置
許
可
基
準
 

第
三
十
一
条
（
監
視
設
備
）
 

第
六
十
条
（
監
視
測
定
設
備
）
 

津
波
な
ど
の
影
響
で
線
量
計
が
足

り
な
く
な
っ
た
こ
と
や
、
マ
ス
ク

な
ど
の
防
護
資
機
材
が
不
足
し
た

こ
と
を
踏
ま
え
、
必
要
数
や
配
置

場
所
な
ど
を
検
討
し
、
対
策
を
確

実
に
行
う
こ
と
。
（
事
業
者
）
 

・
緊

急
時

対
策

所
や

中
央

制
御

室
に
要

員
分
の

A
P
D、

ガ
ラ

ス
バ
ッ

ジ
を

配
備

し
て

い
る

 

・
発

電
所

構
内

に
も

放
射

線
防

護
資
機

材
（

チ
ャ

コ
ー

ル
フ

ィ
ル
タ

、
ア

ノ
ラ

ッ
ク

等
）

を
配
備

し
て

い
る
 

・
重

大
事

故
等

発
生

6
日

後
ま

で
に

、
原

子
力

事
業

所
災
害

対
策
支

援
拠

点
を

選
定

し
、
発

電
所
の

事
故

収
束

対
応

を
維

持
す

る
た

め
に

必
要

な
燃
料

、
資

機
材

等
を

支
援

で
き
る

体
制

を
整

備
し

て
い

る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
4
項
（
外
部
か
ら
の
支
援
に
つ
い
て
）
 

1
.
0.
13

項
（
緊
急
時
対
策
要
員
の
作
業
時
に
お
け
る
装
備
）
 

緊
急
的
に
事
故
対
応
に
従
事
す
る

こ
と
に
な
っ
た
作
業
者
に
つ
い
て

は
、
短
時
間
で
不
十
分
な
放
射
線

教
育
し
か
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
平
時
か
ら
、
緊
急
時
作
業
用

の
放
射
線
教
育
を
、
事
故
対
応
に

関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
者
に
実
施

す
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
（
事

・
事

故
発

生
直

後
に

事
故

対
応

を
行
う

の
は

社
員

の
み

と
し

、
協
力

企
業

に
期

待
し

な
い

こ
と
と

し
て

い
る
 

・
2
0
16

年
4
月
よ

り
法

令
が
改

正
さ
れ

て
お

り
、

発
電

所
で

事
故
対

応
を

行
う

要
員

（
当

社
社
員

及
び

自
衛

消
防

隊
の

委
託

職
員

が
該

当
）

に
対
し

、
緊

急
作

業
従

事
者

特
別
教

育
（

教
育

：
6
時
間

、
実
技

：
6
時

間
）

が
課

さ
れ

て
い

る
 



3
1
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

業
者
）
 

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
内
に
あ

っ
た
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー

４
台
が
全
て
汚
染
に
よ
り
使
用
不

可
能
に
な
り
、
内
部
被
ば
く
の
管

理
に
支
障
を
生
じ
た
こ
と
か
ら
、

発
電
所
外
の
機
器
設
置
も
含
め

て
、
作
業
者
の
内
部
被
ば
く
の
管

理
体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
事
業
者
）
 

・
簡

易
入

退
域

管
理

シ
ス

テ
ム

の
配
備

し
て

い
る

（
自

主
対

策
）
 

・
既

設
ホ

ー
ル
ボ

デ
ィ

カ
ウ
ン

タ
(
W
B
C
)が

シ
ビ

ア
ア

ク
シ
デ

ン
ト

に
よ

っ
て

使
用

不
可
と

な
っ

た
場

合
に

代

替
簡
易

W
B
C
に

よ
る

測
定

を
開

始
し
、
作
業

者
の

放
射

性
物
質

の
内
部

取
り

込
み

有
無

を
迅

㏿
に
把

握
す
る

こ
と

と
し

て
い

る
（

自
主

対
策

）
 

・
発
電

所
内

の
W
B
C
が

汚
染
・
停

電
等
で

使
用

不
可

と
な

っ
た

場
合
に

車
載
型

W
B
C
に

よ
る

測
定
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
（

自
主

対
策

）
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
九
条
（
運
転
員
が
原
子
炉
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備
）
 

第
六
十
一
条
（
緊
急
時
対
策
所
）
 

シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
発
生
時
に

お
け
る
作
業
で
は
、
極
め
て
高
い

放
射
線
量
や
高
温
な
ど
で
立
ち
入

る
こ
と
が
不
可
能
な
箇
所
が
あ
っ

た
の
で
、
事
業
者
が
そ
う
い
っ
た

場
所
を
事
前
に
把
握
し
、
遠
隔
操

作
等
で
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
。
（
事
業
者
）
 

・
重

大
事

故
等

対
処

設
備

は
、
操

作
及
び

復
旧

作
業

に
支
障

が
な
い

よ
う

に
、
放

射
線
量

の
高
く

な
る

お
そ

れ

の
少

な
い

設
置

場
所

の
選

定
、
当

該
設
備

の
設

置
場

所
へ

の
遮

蔽
の
設

置
等

に
よ

り
当

該
設

備
の
設

置
場
所

で
操

作
可

能
な

設
計

、
遠

隔
で

操
作
可

能
な

設
計

、
又

は
中

央
制
御

室
か

ら
操

作
可

能
な

設
計
と

し
て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
四
十
三
条
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
 

放
射
線
監

視
設
備
、

S
P
E
E
D
I

シ
ス
テ
ム

等
の
在
り

事
故
調
査

報
告
書
等

か
ら
抽
出

し
た
課
題
 

放
射
線
監

視
設
備
 

ど
の
様
な
状
況
下
で
も
、
監
視
可

能
な
設
備
と
な
る
よ
う
改
善
を
図

る
べ
き
。
恒
設
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

設
備
増
設
に
加
え
て
、
可
搬
式
の

設
備
の
準
備
が
必
要
。
（
事
業

・
事

業
者

は
、

次
の

対
応

を
実

施
し
て

い
る
 

①
 
モ

ニ
タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
の

電
源

強
化
（
無

停
電

電
源

装
置
（

９
台
（
ﾓ
ﾆ
ﾀ
ﾘﾝ
ｸ
ﾞ
ﾎﾟ
ｽ
ﾄ毎

に
設

置
））

／
モ

ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
用

発
電

機
（

3
台
）
）
 

②
 
モ

ニ
タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
（

9
台

）
、
気

象
観

測
装

置
（

１
台
（

予
備
１

台
）
）
の

伝
送

多
様
化

 

③
 
放

射
線
観

測
車
（

1
台
）
に
加
え

て
、
可
搬

型
放

射
線

計
測
器
（
可

搬
型

ダ
ス

ト
・
よ

う
素

サ
ン
プ

ラ
（
２

台
（

予
備

１
台

）
）、

N
aI

シ
ン

チ
レ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ベ

イ
メ

ー
タ
（

２
台

（
予

備
１

台
））

等
）
を

配
備
 



3
2
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

方
 

者
・
県
）
 

④
 
可

搬
型
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

の
配
備
（

１
５

台
（

予
備
１

台
）
）、

可
搬
型

気
象

観
測
装

置
の
配

備
（
１

台
（

予
備

１
台

）
）、

海
上

モ
ニ

タ
リ
ン

グ
用

小
型

船
舶

（
１

台
（
予

備
１

台
）
）
の

配
備
 

設
置
許
可
基
準
 

第
三
十
一
条
（
監
視
設
備
）
 

第
六
十
条
（
監
視
測
定
設
備
）
 

・
県

は
、

柏
崎

刈
羽

原
発

の
常

時
監
視

に
用

い
る

モ
ニ

タ
リ

ン
グ
ポ

ス
ト
を

1
1
局

か
ら

2
8
局

に
増

設
し

た

他
、

緊
急

時
用

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ
ス

ト
を

12
6
局
整

備
、

こ
れ
ら

シ
ス

テ
ム

の
主

要
な

機
器
、

電
源

、

通
信

回
線

は
災

害
に

備
え

て
多

重
化
。

更
に

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
車
や

可
搬

型
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ
ス

ト
等

の

可
搬

設
備

を
整

備
 

ど
の
様
な
状
況
下
で
も
、
監
視
で

き
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。

（
事
業
者
・
県
）
 

同
上
 

原
子
力
災
害
対
策
指
針
を
踏
ま

え
、
監
視
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
。
（
国
・
県
）
 

〔
防
災
関
係
〕
 

・
国

は
、

原
子

力
災

害
対

策
指

針
、
緊

急
時

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

に
つ
い

て
（

原
子

力
災

害
対

策
指
針

補
足

参
考

資
料

）、
緊
急

時
ﾓﾆ
ﾀ
ﾘ
ﾝｸ
ﾞ
ｾ
ﾝﾀ
ｰ
設

置
要

領
、

緊
急

時
モ

ニ
タ
リ

ン
グ
計

画
作

成
要

領
を

策
定

 

・
県

は
、

国
の

策
定

し
た

要
領

等
を
参

照
し

、
新

潟
県

緊
急

時
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

計
画

を
策

定
 

S
P
E
E
D
I

シ
ス
テ
ム
 

複
数
の
原
子
炉
が
故
障
す
る
こ
と

を
考
慮
し
た
シ
ス
テ
ム
と
す
る
こ

と
。
（
国
）
 

〔
防
災
関
係
〕
 

・
S
P
E
ED
I
シ

ス
テ

ム
は

廃
止
 

・
施

設
の

状
況

に
応

じ
て

緊
急

事
態
の

区
分

を
決

定
し

て
、

G
E
（
全

面
緊

急
事

態
）

に
お

け
る

P
A
Z（

予
防

的
防

護
措

置
を

準
備

す
る

区
域

）
の
全

住
民

避
難

な
ど

の
予

防
的
防

護
措

置
を

実
行

す
る

こ
と
と

し
た

。

ま
た

、
放

射
性

物
質

の
放

出
後

の
緊
急

時
に

お
け

る
避

難
や

一
時
移

転
な

ど
の

緊
急

又
は

早
期
の

防
護

措

置
の

判
断

は
、

緊
急

時
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

の
実

測
値

等
に

基
づ

く
こ
と

と
し

た
。
 

原
子
力
災
害
対
策
指
針
 

S
P
E
E
D
I
と

E
R
S
S
の
一
貫
し
た
運

用
と
、
計
算
結
果
の
公
表
の
あ
り

方
を
検
討
す
る
こ
と
。
（
国
）
 

〔
防
災
関
係
〕
 

同
上
 



3
3
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

原
子
力
災
害
対
策
上
の
シ
ス
テ
ム

の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
こ

と
。
（
国
）〔

防
災
関
係
〕
 

同
上
 

オ
フ
サ
イ

ト
セ
ン
タ

ー
 

複
合
災
害
、
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン

ト
を
考
慮
し
た
施
設
と
す
る
こ

と
。
（
国
・
県
）
 

〔
防
災
関
係
〕
 

・
国

は
、

自
然

災
害

が
発

生
し

た
場
合

に
お

け
る

機
能

維
持

の
た
め

の
非

常
用

電
源

の
整

備
な
ど

、
オ

フ
サ

イ
ト

セ
ン

タ
ー

の
要

件
を

整
備

 

オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
に
係
る
設
備
等
の
要
件
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
 

・
県

は
、

国
が

定
め

た
要

件
を

満
た
す

よ
う

、
非

常
用

電
源

や
放
射

性
物

質
を

取
り

除
く

フ
ィ
ル

ト
リ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

等
を

整
備
 

事
故
は
起
こ
り
得
る
と
い
う
危
機

意
識
で
対
応
す
る
こ
と
。
（
国
・

県
）
〔
防
災
関
係
〕
 

・
国

は
、

福
島

第
一

原
発

事
故

を
踏
ま

え
て

、
原

子
力

災
害

対
策
指

針
等

を
策

定
。

原
子

力
総
合

防
災

訓
練

等
を

実
施
 

・
県

は
、

広
域

避
難

計
画

を
策

定
す
る

と
と

も
に

、
原

子
力

防
災
訓

練
等

を
実

施
 

原
子
力
災
害
対
策
指
針
を
踏
ま

え
、
原
子
力
防
災
対
策
に
お
け
る

オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
の
役
割
や

施
設
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
。
（
国
）
 

〔
防
災
関
係
〕
 

・
現

在
は

、
国

の
原

子
力

災
害

現
地
対

策
本

部
や

地
方

公
共

団
体
の

災
害

対
策

本
部

等
が

原
子
力

災
害

合
同

対
策

協
議

会
を

組
織

し
、

情
報

を
共
有

し
な

が
ら

、
連

携
の

と
れ
た

原
子

力
災

害
対

策
を

講
じ
て

い
く

た

め
の

拠
点

と
位

置
づ

け
ら

れ
て

い
る
。
 

原
子
力
災
害
対
策
指
針
 

原
子
力
災

害
時
の
情

報
伝
達
、

情
報
発
信
 

事
故
調

査
報
告
書

等
か
ら
抽

出
し
た
課

題
 

災
害
時
の

情
報
発
信
 

リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

方
法
を
研
究
し
、
政
府
・
関
係
機

関
が
伝
え
た
い
こ
と
が
正
し
く
国

民
・
報
道
機
関
へ
伝
え
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
。
 

（
国
・
事
業
者
）
 

・
国

は
、

福
島

第
一

原
発

事
故

時
の
情

報
提

供
体

制
の

不
備

等
を
踏

ま
え

、
国

、
地

方
公

共
団
体

等
の

「
緊

急
時

に
お

け
る

住
民

等
へ

の
情

報
提
供

の
体

制
整

備
」

や
「

緊
急
時

に
お

け
る

住
民

等
へ

の
情
報

提
供

」、

「
平

時
か

ら
の

住
民

等
へ

の
情

報
提
供

」
に

つ
い

て
規

定
。

各
種
研

修
会

、
チ

ラ
シ

、
ホ

ー
ム
ペ

ー
ジ

等

で
普

及
啓

発
を

実
施
 

原
子
力
災
害
対
策
指
針
 

・
事

業
者

と
し

て
、

10
条
通
報

後
1
時

間
後

を
目

途
に

記
者

会
見
を

行
う

運
用

と
し

て
い

る
 

・
記

者
会

見
で

は
、

発
電

所
で

作
成
し

て
い

る
事

故
状

況
や

、
戦
略

な
ど

が
記

載
さ

れ
て

い
る
図

面
を

用
い

る
等

、
プ

ラ
ン

ト
の

状
況

を
分

か
り
や

す
く

伝
え

る
と

共
に

、
今
後

の
見

通
し

な
ど

も
状

況
に
応

じ
て

説

明
す

る
な

ど
、

分
か

り
や

す
い

情
報
発

信
に

な
る

よ
う

訓
練

し
て
い

る
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

不
正
確
な
情
報
発
信
や
情
報
発
信

の
遅
れ
は
隠
ぺ
い
と
も
取
ら
れ
か

ね
ず
、
不
信
感
を
招
く
だ
け
で
な

く
、
事
故
対
応
、
防
護
対
策
に
も

支
障
を
き
た
す
こ
と
か
ら
、
極
力

迅
㏿
な
情
報
発
信
に
努
め
る
こ

と
。
（
国
・
事
業
者
）
 

・
国

は
、

福
島

第
一

原
発

事
故

時
の
情

報
提

供
体

制
の

不
備

等
を
踏

ま
え

、
国

、
地

方
公

共
団
体

等
の

「
緊

急
時

に
お

け
る

住
民

等
へ

の
情

報
提
供

の
体

制
整

備
」

や
「

緊
急
時

に
お

け
る

住
民

等
へ

の
情
報

提
供

」、

「
平

時
か

ら
の

住
民

等
へ

の
情

報
提
供

」
に

つ
い

て
規

定
。

各
種
研

修
会

、
チ

ラ
シ

、
ホ

ー
ム
ペ

ー
ジ

等

で
普

及
啓

発
を

実
施
 

原
子
力
災
害
対
策
指
針
 

・
事

業
者

と
し

て
、

10
条
通
報

後
1
時

間
後

を
目

途
に

記
者

会
見
を

行
う

運
用

と
し

て
い

る
 

・
記

者
会

見
は

、
事
故

発
生
時

の
態
勢

と
し

て
は

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ
ト

の
活

用
に

よ
り

本
社

で
行
い

、
新
潟

県
と

も
中

継
を

つ
な

ぐ
こ

と
で

一
元

的
な
情

報
発

信
に

努
め

る
こ

と
と
し

て
い

る
 

・
記

者
会

見
の

内
容

は
当

社
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
上
に

掲
載

す
る

と
と

も
に

t
w
it
t
er

等
で
も

広
く

お
知

ら
せ
し

て
い

く
こ

と
と

し
て

い
る
 

・
オ
フ

サ
イ

ト
セ

ン
タ

ー
に
新

潟
本
部

代
表

や
発

電
所

幹
部

職
員
等

を
派

遣
し

、
当
社
か

ら
の
情

報
を

連
携

す

る
こ

と
を

考
え

て
お

り
、

新
潟

県
内
で

も
適

切
な

情
報

発
信

に
努
め

る
こ

と
と

し
て

い
る

 

・
社
外

対
応

を
行

う
要

所
と
な

る
ポ
ジ

シ
ョ

ン
に

は
リ

ス
ク

コ
ミ
ュ

ニ
ケ

ー
タ

ー
（
原
子

力
部
門

の
広

報
専

門

職
）

を
配

置
し

、
リ

ス
ク

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
タ

ー
が

記
者

会
見

を
行
う

こ
と

と
し

て
い

る
 

・
記

者
会

見
で

は
、
発

電
所
で

作
成
し

て
い

る
事

故
状

況
や

、
戦

略
な

ど
が

記
載

さ
れ
て

い
る
図

面
を

用
い

る

等
、
プ
ラ

ン
ト

の
状

況
を

分
か

り
や
す

く
伝

え
る

と
共

に
、
今

後
の

見
通

し
な

ど
も

状
況

に
応
じ

て
説

明
す

る
な

ど
、

分
か

り
や

す
い

情
報

発
信
に

な
る

よ
う

努
め

る
こ

と
と
し

て
い

る
 

・
緊
急

時
に

お
け

る
広

報
・
通
報

対
応
を

行
う

リ
ス

ク
コ

ミ
ュ

ニ
ケ
ー

タ
ー

の
課

題
認

識
の

フ
ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

を
受

け
な

が
ら

会
社

と
し

て
の

対
応
方

針
を

決
定

す
る

運
用

を
導
入

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
 

・
「

メ
ル

ト
ダ

ウ
ン

」
の

よ
う
に

事
故
進

展
を

的
確

に
把

握
し

、
ど
の

よ
う

に
説

明
す

る
か

技
術
的

判
断

の
責

任
は

原
子

力
・

立
地

本
部

長
が

担
う
こ

と
を

明
記

す
る

こ
と

と
し
て

い
る
 

一
元
的
な
情
報
発
信
の
体
制
や
方

法
、
発
信
す
べ
き
内
容
を
あ
ら
か

じ
め
定
め
て
お
く
こ
と
。
（
国
・

事
業
者
）
 

・
国

は
、

施
設

敷
地

緊
急

事
態

が
発
生

し
た

場
合

、
関

係
省

庁
、
原

子
力

事
業

者
等

の
情

報
を
取

り
ま

と

め
、

一
元

的
に

情
報

発
信

を
行

う
た
め

の
広

報
体

制
を

構
築

す
る
。

事
故

対
策

本
部

に
よ

る
情
報

発
信

は
、

必
要

に
応

じ
て

官
邸

に
お

い
て
内

閣
官

房
長

官
が

会
見

を
行
い

、
内

閣
府

（
原

子
力

防
災
担

当
）

職

員
及

び
委

員
会

委
員

等
が

原
則

と
し
て

同
席

し
、

技
術

的
内

容
等
の

補
足

説
明

を
行

う
。

ま
た
、

官
邸

の

会
見

後
、

規
制

庁
等

に
お

い
て

会
見
を

実
施

す
る

。
オ

フ
サ

イ
ト
セ

ン
タ

ー
で

の
情

報
発

信
は
、

事
故

現

地
対

策
本

部
長

等
が

記
者

会
見

を
行
う

。
そ

の
際

、
事

故
の

詳
細
等

に
関

す
る

説
明

の
た

め
、
原

子
力

事

業
者

に
対

応
を

要
請

す
る

。
 

原
子

力
事

業
者

が
実

施
す

る
記

者
会
見

の
情

報
に

つ
い

て
は

、
担
当

が
連

携
を

取
る

こ
と

に
よ
り

、
政

府
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

の
情

報
発

信
と

齟
齬

が
生

じ
な

い
よ
う

努
め

る
こ

と
と

し
て

い
る
。
 

原
子
力
災
害
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
 

[
主

な
広

報
事

項
]①

事
故

の
発

生
日
時

及
び

概
要

 
②

事
故

の
状
況

と
今

後
の

予
測

 
③

発
電
所

に
お

け

る
対

応
状

況
 

④
行

政
機

関
の

対
応
状

況
 

⑤
住

民
等

が
と

る
べ
き

行
動

 
⑥

避
難

対
象

区
域
及

び
屋

内

退
避

区
域
 

・
事

業
者

に
よ

る
記

者
会

見
は

、
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

活
用

に
よ
り

本
社

で
行

い
、

新
潟

県
で
も

中
継

す
る

こ
と

で
一

元
的

な
情

報
発

信
に

努
め
る

こ
と

と
し

て
い

る
 

・
記

者
会

見
資

料
や

関
連

す
る

資
料
を

、
Ｅ

Ｒ
Ｃ

へ
派

遣
し

て
い
る

リ
エ

ゾ
ン

や
Ｏ

Ｆ
Ｃ

な
ど
へ

共
有

す
る

こ
と

で
、

当
社

か
ら

発
信

す
る

情
報
の

一
元

管
理

を
行

う
こ

と
と
し

て
い

る
 

・
記

者
会

見
で

は
、

発
電

所
で

作
成
し

て
い

る
事

故
状

況
や

、
戦
略

な
ど

が
記

載
さ

れ
て

い
る
図

面
を

用
い

る
等

、
プ

ラ
ン

ト
の

状
況

を
分

か
り
や

す
く

伝
え

る
と

共
に

、
今
後

の
見

通
し

な
ど

も
状

況
に
応

じ
て

説

明
す

る
な

ど
、

分
か

り
や

す
い

情
報
発

信
に

な
る

よ
う

訓
練

し
て
い

る
 

緊
急
事
態

の
区
分
と

そ
れ
に
応

じ
た
対

応
、
情
報

発
信
 

原
子
力
災
害
時
の
防
護
対
応
を
行

う
基
準
（
緊
急
事
態
の
区
分
、
放

射
線
量
等
）
に
つ
い
て
は
国
民
が

納
得
で
き
る
明
確
な
基
準
と
す
べ

き
。
（
国
）
 

〔
防
災
関
係
〕
 

・
初

期
対

応
段

階
に

お
い

て
、

施
設
の

状
況

に
応

じ
て

緊
急

事
態
の

区
分

を
決

定
し

、
放

射
性
物

質
放

出
前

か
ら

予
防

的
防

護
措

置
を

実
行

す
る
と

と
も

に
、

観
測

可
能

な
指
標

に
基

づ
き

緊
急

防
護

措
置
を

迅
㏿

に

実
行

で
き

る
よ

う
な

意
思

決
定

の
枠
組

み
を

構
築

し
た

。
 

(
ⅰ

)
放
射

性
物

質
放

出
前
 

原
子

力
施

設
の

状
況

に
応

じ
て

、
 

緊
急

事
態

を
、

警
戒

事
態

、
施

設
敷
地

緊
急

事
態

及
び

全
面

緊
急
事

態
の

３
つ

に
区

分
し

、
原
子

力
施

設

か
ら

の
距

離
等

に
応

じ
、

避
難

や
屋
内

退
避

等
の

防
護

措
置

を
実
施

。
 

 
(
例

)全
面
緊

急
事

態
で

は
Ｐ

Ａ
Ｚ
内

の
住

民
が

避
難

実
施

 

(
ⅱ

)
放
射

性
物

質
放

出
後
 

高
い

空
間

放
射

線
量

率
が

計
測

さ
れ
た

地
域

に
お

い
て

は
、

被
ば
く

の
影

響
を

で
き

る
限

り
低
減

す
る

観

点
か

ら
、

数
時

間
か

ら
１

日
内

に
住
民

等
の

避
難

を
実

施
。

ま
た
、

そ
れ

と
比

較
し

て
低

い
空
間

放
射

線

量
率

が
計

測
さ

れ
た

地
域

の
お

い
て
も

、
無

用
な

被
ば

く
を

回
避
す

る
観

点
か

ら
、

１
週

間
程
度

内
に

一

時
移

転
等

を
実

施
 

原
子
力
災
害
対
策
指
針
 

県
と
し
て
複
合
災
害
時
に
ど
う
対

応
す
べ
き
か
、
ま
た
、
自
治
体
と

・
新

潟
県

地
域

防
災

計
画

に
お

い
て
、

複
合

災
害

等
に

備
え

た
対
応

、
地

域
の

自
主

防
災

組
織
や

自
治

会
等

と
の

協
力

に
つ

い
て

規
定

す
る

と
と
も

に
、

複
合

災
害

を
想

定
し
た

訓
練

を
実

施
 

新
潟
県
地
域
防
災
計
画
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

住
民
の
協
力
体
制
を
ど
う
す
る
の

か
防
災
対
策
の
検
討
が
必
要
。

（
県
）
 

〔
防
災
関
係
〕
 

自
治
体
へ

の
避
難
及

び
ヨ
ウ
素

剤
服
用
の

指
示
 

通
信
網
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ

う
、
確
実
な
情
報
伝
達
手
段
の
構

築
が
必
要
。（

国
・
県
）
 

〔
防
災
関
係
〕
 

・
国

及
び

県
は

、
福

島
第

一
原

発
事
故

後
に

整
備

し
た

、
原

子
力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ
ム

の
専

用
回

線
を

使
用

。
更

に
、

専
用

通
信

回
線
が

不
全

の
場

合
は

、
衛

星
回
線

を
使

っ
て

、
連

絡
体

制
を
確

保
。

そ

の
他

、
中

央
防

災
無

線
、

衛
星

携
帯
電

話
等

を
使

用
し

、
連

絡
体
制

を
確

保
 

国
や
自
治
体
の
複
合
災
害
を
想
定

し
た
訓
練
が
必
要
。
 

（
国
・
県
・
事
業
者
）〔

防
災
関

係
〕
 

・
国

は
、

原
子

力
総

合
防

災
訓

練
を
実

施
。

ま
た

、
県

及
び

事
業
者

は
、

自
治

体
や

国
と

連
携
し

た
訓

練
を

実
施
 

住
民
が
情
報
を
正
し
く
理
解
で
き

る
よ
う
、
放
射
線
や
原
子
力
災
害

に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識
の
普
及

啓
発
が
必
要
。
（
国
・
県
）
 

〔
防
災
関
係
〕
 

・
国

は
、

平
時

か
ら

住
民

等
に

対
し
て

、
放

射
線

に
関

す
る

基
礎
知

識
や

原
子

力
災

害
発

生
時
に

お
け

る
防

災
対

策
の

内
容

を
情

報
提

供
す

る
こ
と

を
規

定
。

各
種

研
修

会
、
チ

ラ
シ

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等
で

普
及

啓

発
を

実
施
 

原
子
力
災
害
対
策
指
針
 

・
県

は
、

平
時

か
ら

国
等

と
協

力
し
て

災
害

時
に

と
る

べ
き

行
動
や

情
報

収
集

の
方

法
、

放
射
性

物
質

の
特

性
な

ど
、

原
子

力
防

災
に

関
す

る
知
識

の
普

及
啓

発
を

行
う

こ
と
を

規
定

。
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
、
新

聞
広

告
、

広
報

誌
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
で
普

及
啓

発
を

実
施
 

県
地
域
防
災
計
画
 

避
難
や
ヨ
ウ
素
剤
服
用
の
指
示
を

出
す
た
め
の
意
思
決
定
の
方
法
や

タ
イ
ミ
ン
グ
等
を
具
体
的
に
定
め

て
制
度
化
し
て
お
く
こ
と
。

・
避

難
や

安
定

ヨ
ウ

素
剤

服
用

等
の
指

示
に

つ
い

て
は

、
原

則
と
し

て
、

原
子

力
規

制
委

員
会
が

必
要

性
を

判
断

し
、

国
の

原
子

力
災

害
対

策
本
部

が
指

示
す

る
旨

、
原

子
力
災

害
対

策
指

針
で

規
定

。
 

原
子
力
災
害
対
策
指
針
 

・
具

体
的

な
意

思
決

定
や

タ
イ

ミ
ン
グ

等
に

つ
い

て
は

、
国

の
原
子

力
災

害
対

策
マ

ニ
ュ

ア
ル
で

定
め

て
い

る
。
 

原
子
力
災
害
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

（
国
）
  

〔
防
災
関
係
〕
 

住
民
へ
の

情
報
伝
達
 

自
然
災
害
時
に
も
住
民
１
人
１
人

に
確
実
に
情
報
伝
達
す
る
手
段
が

必
要
。
（
国
）
 

・
国

、
県

及
び

市
町

村
は

、
原

子
力
災

害
、

自
然

災
害

を
含

め
、
災

害
時

に
テ

レ
ビ

、
ラ

ジ
オ
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
、

防
災

行
政

無
線

、
広

報
車
、

携
帯

電
話

、
ス

マ
ー

ト
フ
ォ

ン
な

ど
様

々
な

手
段

で
情
報

伝
達

を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
。

 

受
け
手
側
の
ニ
ー
ズ
を
正
し
く
把

握
す
る
こ
と
が
必
要
。
 

（
国
・
事
業
者
）
 

・
国

は
、

施
設

敷
地

緊
急

事
態

が
発
生

し
た

場
合

、
関

係
省

庁
、
原

子
力

事
業

者
等

の
情

報
を
取

り
ま

と

め
、

一
元

的
に

情
報

発
信

を
行

う
た
め

の
広

報
体

制
を

構
築

す
る
。
 

 
[
主

な
広

報
事

項
] 

①
事

故
の

発
生

日
時

及
び

概
要

 
②
事

故
の

状
況

と
今

後
の

予
測
 

③
発

電
所

に
お

け
る

対
応
状

況
 
 
④

行
政

機
関

の
対

応
状

況
 

⑤
住

民
等
が

と
る

べ
き

行
動

 
⑥

避
難
対

象
区

域
及

び
屋

内
退

避
区
域
 

原
子
力
災
害
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
 

ま
た

、
社

会
的

な
関

心
の

高
さ

に
も
応

じ
て

、
原

子
力

施
設

に
関
し

て
国

民
へ

の
迅

㏿
か

つ
丁
寧

な
情

報

発
信

の
一

層
の

強
化

に
努

め
る

こ
と
と

し
て

い
る

。
 

・
事

業
者

は
、
緊

急
時

に
お
け

る
情
報

収
集

活
動

と
広

報
・
通

報
対

応
が

、
復
旧

活
動
の

妨
げ
と

な
る

こ
と

な

く
、
正
確

な
情

報
を

迅
㏿

に
把

握
・
共

有
で

き
る

よ
う

に
、
入

手
し

た
プ

ラ
ン

ト
状

況
、
周

辺
状

況
、
重
大

事
故

等
へ

の
対

応
状

況
を

ホ
ワ

イ
ト
ボ

ー
ド

等
へ

記
載

す
る

と
と
も

に
、

適
宜

OA
機
器
内

の
共
通

様
式
へ

入
力

す
る

事
で

対
策

本
部

内
の

全
要
員

、
本

社
対

策
本

部
と
の

情
報
共

有
を

図
る

こ
と

が
で

き
る
仕

組
み
に

変
更

し
て

い
る
 

・
社

外
対

応
を

行
う

要
所

と
な

る
ポ
ジ

シ
ョ

ン
に

は
リ

ス
ク

コ
ミ
ュ

ニ
ケ

ー
タ

ー
（

原
子

力
部
門

の
広

報
専

門
家

）
を

配
置

し
、

リ
ス

ク
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

タ
ー

が
記

者
会

見
を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

 

一
元
的
な
情
報
発
信
の
体
制
や
方

法
、
発
信
す
べ
き
内
容
を
あ
ら
か

じ
め
定
め
て
お
く
こ
と
。
（
国
）
 

・
国

は
、

施
設

敷
地

緊
急

事
態

が
発
生

し
た

場
合

、
関

係
省

庁
、
原

子
力

事
業

者
等

の
情

報
を
取

り
ま

と

め
、

一
元

的
に

情
報

発
信

を
行

う
た
め

の
広

報
体

制
を

構
築

す
る
。

事
故

対
策

本
部

に
よ

る
情
報

発
信

は
、

必
要

に
応

じ
て

官
邸

に
お

い
て
内

閣
官

房
長

官
が

会
見

を
行
い

、
内

閣
府

（
原

子
力

防
災
担

当
）

職

員
及

び
委

員
会

委
員

等
が

原
則

と
し
て

同
席

し
、

技
術

的
内

容
等
の

補
足

説
明

を
行

う
。

ま
た
、

官
邸

の

会
見

後
、

規
制

庁
等

に
お

い
て

会
見
を

実
施

す
る

。
オ

フ
サ

イ
ト
セ

ン
タ

ー
で

の
情

報
発

信
は
、

事
故

現

地
対

策
本

部
長

等
が

記
者

会
見

を
行
う

。
そ

の
際

、
事

故
の

詳
細
等

に
関

す
る

説
明

の
た

め
、
原

子
力

事

業
者

に
対

応
を

要
請

す
る

。
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

原
子

力
事

業
者

が
実

施
す

る
記

者
会
見

の
情

報
に

つ
い

て
は

、
担
当

が
連

携
を

取
る

こ
と

に
よ
り

、
政

府

の
情

報
発

信
と

齟
齬

が
生

じ
な

い
よ
う

努
め

る
こ

と
と

し
て

い
る
。
 

原
子
力
災
害
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
 

[
主

な
広

報
事

項
]①

事
故

の
発

生
日
時

及
び

概
要

 
②

事
故

の
状
況

と
今

後
の

予
測

 
③

発
電
所

に
お

け

る
対

応
状

況
 

④
行

政
機

関
の

対
応
状

況
 

⑤
住

民
等

が
と

る
べ
き

行
動

 
⑥

避
難

対
象

区
域
及

び
屋

内

退
避

区
域
 

議
論
の
深

堀
に
よ
り

確
認
し
た

課
題
 

メ
ル
ト
ダ

ウ
ン
等
の

情
報
発
信

の
在
り
方

の
議
論
を

踏
ま
え
た

対
応
 

「
a
.
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
等
の
情
報
発

信
」
の
議
論
を
踏
ま
え
た
対
応
が

必
要
。
（
事
業
者
）
 

【
問

題
点

】
 

・
住

民
へ

迅
㏿

で
分

か
り

や
す

い
情

報
伝

達
よ

り
も

国
と

の
調

整
を

優
先

し
、

官
邸

や
保

安
院

の
意

向
に

沿

い
、

リ
ス

ク
情

報
や

事
故

の
重

大
性

を
伝

え
る

と
い

う
原

子
力

事
業

者
と

し
て

の
責

務
を

果
た

さ
な

か
っ

た
。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
緊

急
時

に
お

け
る

情
報

収
集

活
動
と

広
報

・
通

報
対

応
が

、
復
旧

活
動

の
妨

げ
と

な
る

こ
と
な

く
、

正
確

な
情

報
を

迅
㏿

に
把

握
・

共
有

で
き
る

よ
う

に
、

入
手

し
た

プ
ラ
ン

ト
状

況
、

周
辺

状
況

、
重
大

事
故

等

へ
の

対
応

状
況

を
ホ

ワ
イ

ト
ボ

ー
ド
等

へ
記

載
す

る
と

と
も

に
、
適
宜

O
A
機

器
内

の
共
通

様
式
へ

入
力

す

る
事

で
対

策
本

部
内

の
全

要
員

、
本
社

対
策

本
部

と
の

情
報

共
有
を

図
る

こ
と

が
で

き
る

仕
組
み

と
し

、

社
外

対
応

を
行

う
要

所
と

な
る

ポ
ジ
シ

ョ
ン

に
は

リ
ス

ク
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

タ
ー

を
配

置
し

て
い
る
 

・
「

メ
ル

ト
ダ

ウ
ン

」
の

よ
う
に

事
故

進
展

を
的

確
に

把
握
し

、
ど

の
よ

う
に

説
明

す
る
か

技
術

的
判

断
の

責

任
は

原
子

力
立

地
本

部
長

が
担

う
こ
と

と
し

て
い

る
 

・
緊

急
時

に
お

け
る

広
報

・
通

報
対
応

を
行

う
リ

ス
ク

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
タ

ー
の

課
題

認
識

の
フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
を

受
け

な
が

ら
会

社
と

し
て

の
対
応

方
針

を
決

定
す

る
運

用
を
導

入
す

る
こ

と
と

し
て

い
る
 

「
b
.
情
報
発
信
の
問
題
点
」
の
議

論
を
踏
ま
え
た
対
応
が
必
要
。

（
事
業
者
）
 

【
問

題
点

】
 

・
東

京
電

力
の

プ
レ

ス
文

は
事

故
を
矮

小
化

し
た

も
の

と
な

っ
て
お

り
、

住
民

の
迅

㏿
な

防
護
対

策
を

妨
げ

る
も

の
と

な
っ

て
い

た
。
 

・
東

京
電

力
か

ら
関

係
機

関
へ

の
通
報

連
絡

は
定

型
的

な
様

式
に
従

っ
た

通
報

連
絡

用
紙

を
FA
X
の
み

で
、

事
故

の
深

刻
さ

や
住

民
避

難
に

必
要
な

リ
ス

ク
情

報
は

伝
達

さ
れ
て

い
な

か
っ

た
。
 

【
対

応
状

況
】
 

・
緊

急
時

に
お

け
る

情
報

収
集

活
動
と

広
報
・
通

報
対

応
が

、
復
旧

活
動

の
妨

げ
と

な
る

こ
と
な

く
、
正
確

な

情
報

を
迅

㏿
に

把
握
・
共
有
で

き
る
よ

う
に
、
入
手

し
た
プ

ラ
ン
ト

状
況
、
周
辺

状
況
、
重
大

事
故

等
へ

の

対
応

状
況

を
ホ

ワ
イ

ト
ボ

ー
ド

等
へ
記

載
す

る
と

と
も

に
、

適
宜

O
A
機

器
内

の
共

通
様
式

へ
入
力

す
る
事
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

で
対

策
本

部
内

の
全

要
員

、
本
社

対
策
本

部
と

の
情

報
共

有
を

図
る
こ

と
が

で
き

る
仕

組
み

に
変
更

し
て
い

る
 

・
社

外
対

応
を

行
う

要
所

と
な

る
ポ
ジ

シ
ョ

ン
に

は
リ

ス
ク

コ
ミ
ュ

ニ
ケ

ー
タ

ー
（

原
子

力
部
門

の
広

報
専

門
職

）
を

配
置

し
、

リ
ス

ク
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

タ
ー

が
記

者
会

見
を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

 

合
同
検
証

委
員
会
の

検
討
を
踏

ま
え
た
教

訓
 

『
炉
心
溶

融
』
等
を

使
わ
な
い

よ
う
に
す

る
指
示
 

東
京
電
力

H
D
は
、
観
測
さ
れ
た

状
況
や
対
応
に
つ
い
て
の
情
報
を

伝
達
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
公
衆

の
安
全
確
保
と
そ
の
他
の
社
会
的

ニ
ー
ズ
を
考
慮
し
、
観
測
さ
れ
て

い
る
進
行
中
の
事
故
の
状
況
か
ら

推
測
さ
れ
る
進
展
と
対
応
計
画
、

安
全
上
の
リ
ス
ク
情
報
な
ど
に
つ

い
て
も
迅
㏿
か
つ
丁
寧
に
発
信

し
、
原
子
力
事
業
者
と
し
て
事
故

の
危
険
性
を
主
体
的
に
伝
え
続
け

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

（
事
業
者
）
 

【
体

制
、

仕
組

み
の

整
備

】
 

・
対

外
通

報
と

対
外

広
報

の
総

括
責
任

者
と

し
て

「
対

外
対

応
統
括

」
を

設
置

し
て

い
る

 

・
「

対
外

対
応

統
括

」
は

、
通
報

・
公

表
に

関
し

て
の

、
社
会

目
線

で
の

情
報

発
信

に
つ
い

て
社

長
へ

提
言

す

る
こ

と
と

し
て

い
る
 

・
社
外

対
応

を
行

う
要

所
と
な

る
ポ
ジ

シ
ョ

ン
に

は
リ

ス
ク

コ
ミ
ュ

ニ
ケ

ー
タ

ー
（
原
子

力
部
門

の
広

報
専

門

職
）

を
配

置
し

、
リ

ス
ク

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
タ

ー
が

記
者

会
見

を
行
う

こ
と

と
し

て
い

る
 

・
事
故

進
展

を
的

確
に

把
握
し

、
ど

の
よ

う
に

説
明

す
る
か

技
術
的

判
断

の
責

任
は

原
子

力
立
地

本
部

長
が

担

う
こ

と
を

明
記

す
る

こ
と

と
し

て
い
る
 

・
緊
急

時
に

お
け

る
広

報
・
通
報

対
応
を

行
う

リ
ス

ク
コ

ミ
ュ

ニ
ケ
ー

タ
ー

の
課

題
認

識
の

フ
ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

を
受

け
な

が
ら

会
社

と
し

て
の

対
応
方

針
を

決
定

す
る

運
用

を
導
入

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
 

【
実

効
性

確
保

、
向

上
】
 

・
メ

ル
ト

ダ
ウ

ン
問

題
の

事
例

を
経
営

層
、

リ
ス

ク
コ

ミ
ュ

ニ
ケ
ー

タ
ー

の
研

修
教

材
へ

取
り
込

ん
で

い
る
 

・
緊

急
時

の
情

報
発

信
に

対
す

る
社
会

目
線

で
の

厳
し

い
要

請
を
踏

ま
え

た
訓

練
実

施
し

て
い
る
 

・
社

外
専

門
家

監
修

の
訓

練
、

危
機
管

理
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

に
よ
る

評
価

を
受

け
て

い
る
 

東
京
電
力

H
D
は
、
緊
急
時
の
広

報
が
適
切
に
運
用
さ
れ
る
よ
う
な

体
制
・
仕
組
み
を
整
備
し
、
事
後

評
価
プ
ロ
セ
ス
を
強
化
し
た
総
合

防
災
訓
練
な
ど
を
通
じ
た
実
効
性

の
確
保
、
向
上
に
努
め
る
必
要
が

・
対

外
通

報
と

対
外

広
報

の
総

括
責
任

者
と

し
て

「
対

外
対

応
統
括

」
を

設
置

し
て

い
る

 

・
ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
活

用
に
よ

る
プ
ラ

ン
ト

パ
ラ

メ
ー

タ
等

の
公
開

、
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ
ト

の
積
極

的
活

用
に

よ

る
記

者
会

見
の

中
継

等
、

迅
㏿

な
情
報

公
開

に
努

め
る

こ
と

と
し
て

い
る
 

・
訓

練
時

に
リ

ス
ク

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
タ

ー
に

よ
る

模
擬

記
者

会
見
や

対
外

対
応

の
シ

ナ
リ

オ
を
盛

り
込

ん
だ

訓
練

を
し

て
い

る
 



4
0
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

あ
る
。
（
事
業
者
）
 

原
子
力
災

害
対
策
特

別
措
置
法

に
基
づ
く

対
応
 

原
災
法
第

1
5
条
通
報
は
、
政
府

の
原
子
力
災
害
対
策
本
部
設
置
や

住
民
避
難
開
始
の
起
点
と
し
て
だ

け
で
な
く
、
原
子
力
事
故
の
状
況

と
重
大
さ
に
関
す
る
重
要
な
情
報

で
あ
る
。
ま
た
、
「
原
子
力
事
業

者
防
災
業
務
計
画
の
確
認
に
係
る

視
点
等
に
つ
い
て
（
平
成

29
年

9
月
 
原
子
力
規
制
委
員
会
）」

で

は
、
発
生
し
た
特
定
事
象
ご
と
に

通
報
す
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
東
京
電
力

H
D
は
、
こ
の
通
報
の
運
用
は
も

と
よ
り
、
事
故
に
関
す
る
重
要
な

情
報
を
わ
か
り
や
す
く
迅
㏿
に
通

報
・
報
告
す
る
よ
う
運
用
を
明
確

化
し
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
反
映
さ

せ
る
必
要
が
あ
る
。（

事
業
者
）
 

・
特

定
事

象
毎

に
通

報
す

る
よ

う
防
災

業
務

計
画

及
び

原
子

力
災
害

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

改
訂
し

て
い

る
 

・
対

外
関

係
機

関
へ

の
通

報
連

絡
に
つ

い
て

は
通

報
班

が
担

う
こ
と

と
し

て
お

り
、

防
災

訓
練
で

通
報

連
絡

を
特

定
事

象
ご

と
に

実
施

し
て

い
る
 

・
1
5
条

（
EA
L
:
GE
）
の

発
生
時

は
、
号

機
班

に
よ

り
、

該
当

す
る
と

判
断

し
た

EA
L
、
判

断
時
間

、
が

報
告

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
 

・
ブ

ザ
ー

に
よ

り
対

策
本

部
全

体
に
注

意
喚

起
の

後
、

本
部

長
に
よ

り
判

断
（

Ｅ
Ａ

Ｌ
認

定
）
が

行
わ

れ
る

た
め

、
通

報
文

を
作

成
す

る
通

報
班
も

認
識

で
き

る
仕

組
み

と
し
て

い
る
 

・
本

部
長

判
断

発
生

か
ら

㏿
や

か
に
通

報
文

を
作

成
し

、
内

容
を
確

認
の
後

F
A
X
で

通
報

連
絡
が

な
さ

れ
る

こ
と

と
し

て
い

る
（

15
条
の
初

回
は
重

要
な

通
報

で
あ

る
た

め
、
目

標
時

間
（

15
分
以
内

）
を
設

け
て

対

応
し

て
い

る
。
）
 

・
毎

月
実

施
す

る
訓

練
に

お
い

て
も
、

正
確

な
通

報
連

絡
が

送
付
で

き
る

よ
う

、
通

報
班

に
て
ダ

ブ
ル

チ
ェ

ッ
ク

し
て

お
り

、
正

確
な

通
報

文
が
送

付
出

来
て

い
る

か
を

訓
練
の

指
標

と
し

て
確

認
す

る
こ
と

と
し

て

い
る
 

東
京
電
力

H
D
は
、
緊
急
時
対
策

要
員
に
対
し
て
「
原
子
力
災
害

対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
等
の
関
係

・
特

定
事

象
毎

に
通

報
す

る
よ

う
防
災

業
務

計
画

を
改

訂
し

て
い
る
 

・
原

子
力

災
害

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
に
関

す
る

理
解

度
テ

ス
ト

等
の
実

施
に

よ
る

力
量

管
理

を
し
て

い
る
 

・
対

外
関

係
機

関
へ

の
通

報
連

絡
に
つ

い
て

は
通

報
班

が
担

う
こ
と

と
し

て
お

り
、

防
災

訓
練
で

通
報

連
絡

を
特

定
事

象
ご

と
に

実
施

し
て

い
る
 

・
平

日
夜

間
・

休
日

に
お

い
て

も
、
事

故
情

報
の

「
初

報
、

そ
の
後

の
続

報
」

が
確

実
に

発
信
で

き
る

よ



4
1
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
習
熟
さ
せ
る
と

と
も
に
、
緊
急
時
の
通
報
・
報

告
が
適
切
に
運
用
さ
れ
る
よ
う

な
体
制
・
仕
組
み
を
整
備
し
、

総
合
防
災
訓
練
な
ど
を
通
じ
た

実
効
性
の
確
保
、
向
上
に
努
め

る
必
要
が
あ
る
。
（
事
業
者
）
 

う
、

日
々

の
宿

直
に

お
い

て
訓

練
を
実

施
し

て
い

る
 

『
炉
心
溶

融
』
の
根

拠
 

東
京
電
力

H
D
は
、
緊
急
時
対
策
要

員
に
対
し
て
原
災
法
に
基
づ
く
通

報
・
報
告
の
判
定
基
準
を
根
拠
も

含
め
て
十
分
理
解
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
。
（
事
業
者
）
 

【
ツ

ー
ル

・
運

用
の

整
備

】
 

・
Ｅ

Ａ
Ｌ

判
断

を
容

易
に

す
る

た
め
の

ツ
ー

ル
（

判
断

フ
ロ

ー
）
を

共
通

ツ
ー

ル
と

し
て

整
備
し

て
い

る
 

・
号

機
班

、
及

び
本

部
で

の
Ｅ

Ａ
Ｌ
判

断
の

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
す
る

こ
と

と
し

て
い

る
 

・
通

報
班

が
本

部
判

断
時

間
等

を
正
確

に
通

報
文

へ
記

載
し

通
報
文

を
作

成
す

る
こ

と
と

し
て
い

る
 

【
訓

練
へ

の
取

り
込

み
】
 

・
総

合
訓

練
に

お
い

て
正

確
な

Ｅ
Ａ
Ｌ

判
断

が
出

来
て

い
る

か
（
抜

け
が

な
い

こ
と

、
正

確
で
あ

る
こ

と
）

の
確

認
を

行
い

、
正

確
な

Ｅ
Ａ

Ｌ
判
断

が
出

来
て

い
る

か
ど

う
か
を

「
訓

練
全

体
」

の
指

標
（
評

価
基

準
）

と
し

て
採

用
し

て
い

る
 

【
訓

練
を

通
じ

た
理

解
向

上
】

 

・
炉

心
損

傷
が

発
生

し
、

敷
地

境
界
線

量
あ

る
い

は
敷

地
内

の
放
射

線
量

が
刻

々
と

変
化

す
る
中

で
断

続
的

な
通

報
が

必
要

と
な

る
よ

う
な

厳
し
い

シ
ナ

リ
オ

を
用

い
た

訓
練
を

実
施

し
て

い
る
 

原
災
法
第

1
5
条
事
象
と
は
別

に
、
原
子
力
発
電
所
で
過
酷
事
故

が
発
生
し
た
場
合
に
、
『
炉
心
損

傷
』
や
『
炉
心
溶
融
』
、
『
メ
ル
ト

ダ
ウ
ン
』
な
ど
の
事
故
進
展
の
様

相
は
、
社
会
的
関
心
の
極
め
て
高

・
福

島
第

一
原

子
力

発
電

所
の

事
故
教

訓
と

、
柏

崎
刈

羽
に

お
け
る

安
全

対
策

の
内

容
の

理
解
促

進
の

観
点

か
ら

、
サ

ー
ビ

ス
ホ

ー
ル

を
リ

ニ
ュ
ー

ア
ル

し
て

説
明

を
行

う
こ
と

と
し

て
い

る
 

・
Ｈ

Ｐ
に

お
い

て
、

福
島

第
一

原
子
力

発
電

所
の

事
故

の
内

容
を
紹

介
、

ま
た

柏
崎

刈
羽

の
安
全

対
策

や
、

防
災

訓
練

の
状

況
も

詳
し

く
説

明
す
る

こ
と

と
し

て
い

る
 

・
説

明
機

会
（

発
電

所
見

学
会

、
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
ブ

ー
ス
、

地
域

説
明

会
、

発
電

所
の
視

察
等

）
を

設
け

、
分

か
り

や
す

い
説

明
を

心
が
け

る
こ

と
と

し
て

い
る

 



4
2
 

 

項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

い
事
項
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
用
語
の
解

釈
、
事
故
進
展
の
イ
メ
ー
ジ
、
発

生
可
能
性
の
判
断
の
考
え
方
な
ど

に
つ
い
て
、
社
会
的
な
共
通
認
識

が
醸
成
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に

く
い
。
こ
の
た
め
、
上
記
に
限
ら

ず
、
原
子
力
発
電
所
で
過
酷
事
故

が
発
生
し
た
場
合
に
必
要
と
な
る

情
報
や
知
識
に
つ
い
て
、
イ
ラ
ス

ト
な
ど
を
挿
入
し
た
わ
か
り
や
す

い
資
料
を
作
成
す
る
な
ど
し
て
、

平
時
か
ら
地
元
住
民
や
自
治
体
な

ど
の
関
係
者
に
対
し
、
正
し
く
理

解
す
る
機
会
を
提
供
す
る
必
要
が

あ
る
。
（
事
業
者
）
 

 

『
炉
心
溶

融
』
の
定

義
が
明
ら

か
に
な
ら

東
京
電
力
は
、
新
潟
県
技
術
委
員

会
で
の
議
論
内
容
な
ど
、
社
外
に

発
信
す
る
重
要
な
報
告
を
含
め
て

社
内
外
の
重
要
な
課
題
の
検
討
状

・
原
子

力
安

全
改

革
を

推
進
す

る
た
め
、
原
子

力
リ

ー
ダ
ー
（
原

子
力
・
立

地
本

部
長
、
本
社

部
長

、
発

電
所

所
長

な
ど

）
の

期
待

事
項

や
そ
の

背
景
を

的
確

に
伝

え
る

た
め

、
イ
ン

ト
ラ

ネ
ッ

ト
メ

ッ
セ
ー

ジ
や
メ

ー
ル

、

会
議

の
場

、
朝

礼
時

の
講

話
な

ど
の
手

段
に

よ
っ

て
期

待
事

項
を
伝

達
し

て
い

る
 

（
例

）
イ

ン
ト

ラ
ネ

ッ
ト

メ
ッ

セ
ー
ジ

（
2
0
19

年
度

第
4
四

半
期
）
 

・
「

産
業

連
携

と
地

域
共

生
」
廃

炉
推
進

室
長
 

・
「

2
0
20

年
3
月
所

長
期

待
事

項
「
次

世
代

へ
伝

承
」
」
柏
崎

刈
羽
所

長
 



4
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

な
か
っ
た

原
因
 

況
な
ど
に
つ
い
て
、
社
内
で
積
極

的
に
情
報
を
共
有
し
、
関
心
を
喚

起
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
社
内

か
ら
関
連
す
る
情
報
を
積
極
的
に

発
掘
・
収
集
す
る
仕
組
み
つ
い
て

も
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

（
事
業
者
）
 

東
京
電
力
は
、
「
原
子
力
災
害

対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
な
ど
重
要

な
マ
ニ
ュ
ア
ル
改
訂
の
際
に

は
、
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
（
企
業

内
L
A
N
シ
ス
テ
ム
）
に
よ
る
周

知
だ
け
で
な
く
、
研
修
会
の
開

催
や
訓
練
シ
ナ
リ
オ
へ
の
反
映

等
に
よ
り
、
社
員
へ
広
く
浸
透

す
る
よ
う
に
取
り
組
ん
で
行
く

必
要
が
あ
る
。
（
事
業
者
）
 

・
複

数
の

部
や

グ
ル

ー
プ

に
関

連
す
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
改

定
の

際
は
、

事
前

に
関

係
者

へ
説

明
、
協

議
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
 

・
原

子
力

防
災

に
関

す
る

教
育

（
ア
ク

シ
デ

ン
ト

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
教

育
、

原
災

法
及

び
関

連
法
令

、
原

子
力

事
業

者
防

災
業

務
計

画
、

緊
急

時
活
動

レ
ベ

ル
（

E
AL
）
等
）

を
定
期

的
に

実
施

（
１

回
/年

）
し
て

い
る
 

新
た
に
判

明
し
た
リ

ス
ク
 

事
故
調
査

報
告
書
等

か
ら
抽
出

し
た
課
題
 

使
用
済
燃

料
プ
ー
ル

の
リ
ス
ク
 

不
測
の
事
態
に
お
い
て
も
、
プ
ー

ル
水
位
を
維
持
す
る
設
備
、
水
位

を
把
握
で
き
る
設
備
を
設
け
る
こ

と
。
（
事
業
者
）
 

・
燃

料
プ

ー
ル

代
替

注
水

系
（

可
搬
型

）
に

よ
る

常
設

／
可

搬
型
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

を
使

用
し
た

使
用

済
み

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
注

水
及

び
ス

プ
レ
イ

の
手

段
を

整
備

し
て

い
る
 

・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

駆
動

消
火

ポ
ン

プ
（
消

火
系

）
を

用
い

た
燃

料
プ
ー

ル
注

水
手

段
を

整
備

し
て
い

る
（

自
主

対
策

）
 

・
燃

料
プ

ー
ル

の
配

管
上

部
に

サ
イ
フ

ォ
ン

ブ
レ

ー
ク

孔
を

設
置
し

て
い

る
（

配
管

破
損

等
に
伴

う
サ

イ
フ

ォ
ン

現
象

に
よ

る
プ

ー
ル

水
漏

え
い
防

止
）
 

・
代

替
原

子
炉

補
機

冷
却

系
及

び
燃
料

プ
ー

ル
冷

却
浄

化
系

を
用
い

た
除

熱
手

段
を

整
備

し
て
い

る
 



4
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

・
監

視
カ

メ
ラ

、
水

位
計

測
可

能
な
温

度
計

、
放

射
線

モ
ニ

タ
の
設

置
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
四
条
（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
）
 

使
用
済
燃
料
を
大
量
に
原
子
炉
建

屋
内
の
高
い
と
こ
ろ
に
置
か
な
い

運
用
を
検
討
す
る
こ
と
。
（
事
業

者
）
 

・
不

測
の

事
態

に
お

い
て

も
、

使
用
済

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
注

水
・
除

熱
手

段
を

確
保

し
て

い
る
 

詳
細

は
同

上
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
リ
ス
ク
に

対
応
す
る
安
全
基
準
を
設
け
る
こ

と
。
（
国
）
 

・
新

規
制

基
準

を
策

定
し

、
重

大
事
故

の
発

生
を

防
止

す
る

た
め
の

基
準

を
強

化
す

る
と

と
も
に

、
万

一
重

大
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
対

処
す
る

た
め

、
既

設
の

設
備

に
加
え

、
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
を
冷

却
す

る

た
め

の
対

策
を

事
業

者
へ

要
求

 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
四
条
（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
）
等
 

集
中
立
地

の
リ
ス
ク
 

隣
接
号
機
の
事
故
に
よ
り
、
事
故

対
応
に
必
要
な
作
業
の
妨
げ
と
な

ら
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
る
こ

と
。
（
事
業
者
）
 

・
複

合
災

害
、

複
数

プ
ラ

ン
ト

同
時
被

災
に

対
応

可
能

な
態

勢
（
初

動
体

制
、

長
期

対
応

体
制
、

指
揮

命
令

系
統

）
を

整
備

し
て

い
る
 

・
初

動
要

員
の

増
強

を
し

て
い

る
 

・
発

電
所

内
で

の
宿

直
場

所
の

分
散
配

置
し

て
い

る
 

・
福

島
第

一
原

子
力

発
電

所
の

事
故
の

教
訓

を
踏

ま
え

防
災

組
織
を

再
構

築
し

て
い

る
（

指
揮
命

令
系

統
・

役
割

分
担

の
明

確
化

、
監

督
限

界
の
配

慮
、

権
限

移
譲

に
よ

る
自
発

的
な

対
応

等
）
 

・
号

規
班

を
設

け
号

機
単

位
に

連
絡
体

制
を

密
に

す
る

こ
と

と
し
て

い
る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
10

項
（
重
大
事
故
時
の
体
制
に
つ
い
て
）
 

汚
染
水
な
ど
の
発
電
所
外
へ
の
大

量
流
出
の
防
止
策
が
必
要
。
 

（
事
業
者
）
 

・
放

水
砲

を
用

い
た

放
射

性
物

質
拡
散

抑
制

に
よ

り
発

生
す

る
汚
染

水
が

海
洋

へ
流

れ
込

み
、
拡

散
す

る
こ

と
を

抑
制

す
る

た
め

、
シ

ル
ト

フ
ェ
ン

ス
や

放
射

性
物

質
吸

着
材
設

置
手

順
を

整
備

し
て

い
る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
五
十
五
条
（
工
場
等
外
へ
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
）
 

・
発

電
所

内
で

溢
水

が
発

生
し

た
場
合

に
お

い
て

、
放

射
性

物
資
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

液
体
が

管
理

さ
れ

な
い

状
態

で
管

理
区

域
外

漏
え

い
し
な

い
よ

う
、

伝
播

経
路

と
な
る

箇
所

に
つ

い
て

、
壁

、
扉
、

堰
等

に

よ
る

漏
え

い
防

止
対

策
を

行
う

こ
と
と

し
て

い
る
 



4
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

設
置
許
可
基
準
 

第
九
条
（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）
 

複
数
号
機
が
同
時
に
事
故
を
起
こ

し
て
も
、
対
応
で
き
る
体
制
を
構

築
す
る
こ
と
。
（
事
業
者
）
 

・
複

合
災

害
、

複
数

プ
ラ

ン
ト

同
時
被

災
に

対
応

可
能

な
態

勢
（
初

動
体

制
、

長
期

対
応

体
制
、

指
揮

命
令

系
統

）
を

整
備

し
て

い
る
 

・
初

動
要

員
の

増
強

を
し

て
い

る
 

・
発

電
所

内
で

の
宿

直
場

所
の

分
散
配

置
し

て
い

る
 

・
福

島
第

一
原

子
力

発
電

所
の

事
故
の

教
訓

を
踏

ま
え

防
災

組
織
を

再
構

築
し

て
い

る
（

指
揮
命

令
系

統
・

役
割

分
担

の
明

確
化

、
監

督
限

界
の
配

慮
、

権
限

移
譲

に
よ

る
自
発

的
な

対
応

等
）
 

・
号

規
班

を
設

け
号

機
単

位
に

連
絡
体

制
を

密
に

す
る

こ
と

と
し
て

い
る
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

1
.
0.
10

項
（
重
大
事
故
時
の
体
制
に
つ
い
て
）
 

集
中
立
地
の
リ
ス
ク
に
対
応
す
る

安
全
基
準
を
設
け
る
こ
と
。

（
国
）
 

・
新

規
制

基
準

に
お

い
て

、
複

数
号
機

の
同

時
発

災
を

想
定

し
て
手

順
等

を
整

備
し

、
重

大
事
故

等
対

策
の

有
効

性
を

評
価

す
る

こ
と

を
事

業
者
へ

要
求

。
 

な
お

、
６

・
７

号
機

の
審

査
は

１
～
５

号
機

は
停

止
中

と
の

条
件
で

実
施
 

設
置
許
可
基
準
 

第
三
十
七
条
（
重
大
事
故
等
対
処
に
係
る
有
効
性
評
価
）
 

共
通
要
因

故
障
 

巨
大
な
自
然
災
害
の
際
に
発
生
す

る
機
器
・
系
統
の
共
通
要
因
故
障

の
可
能
性
に
つ
い
て
、
現
在
の
確

率
論
的
安
全
評
価
（
特
に
外
部
事

象
に
対
す
る
安
全
評
価
）
を
改
善

し
、
内
的
事
象
も
含
め
て
原
子
炉

施
設
の
総
合
的
な
安
全
性
を
評
価

す
る
こ
と
。
 

（
事
業
者
）
 

・
確

率
論

的
安

全
評

価
（

内
的

・
外
的

）
の

見
直

し
を

行
い

，
安
全

性
評

価
を

実
施

し
て

い
る
 

・
施

設
定

期
検

査
の

終
了

し
た

日
か
ら

6
か

月
を

超
え

な
い

時
期
に

「
安

全
性

向
上

評
価

」
を
行

い
、

国
に

届

け
る

と
共

に
、

結
果

を
公

表
す

る
こ
と

と
し

て
い

る
 

代
替
設
備
を
用
意
す
る
と
と
も

・
共

通
要

因
故

障
に

備
え

る
た

め
、
電

源
、

水
源

、
注

水
・

除
熱
機

能
を

代
替

手
段

等
に

よ
り
、

多
重

化
、

多
様

化
を

実
施

し
て

い
る

（
可

搬
型
代

替
注

水
ポ

ン
プ

（
A-
2
）
，
代

替
原

子
炉

補
機

冷
却
系

，
電
源

車
な
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

に
、
規
格
の
統
一
に
よ
り
汎
用
性

を
向
上
さ
せ
る
こ
と
。
 

（
事
業
者
）
 

ど
）
 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を
常

設
設

備
と

接
続

す
る

も
の
に

つ
い

て
は

、
容

易
か

つ
確
実

に
接

続
で

き
る

設
計

と
し

て
い

る
 

・
号

機
間

で
相

互
に

使
用

す
る

こ
と
が

で
き

る
よ

う
に

、
6
号

機
及

び
7
号
機

と
も

同
一

形
状
と

す
る

と
と

も
に

、
同

一
ポ

ン
プ

を
接

続
す

る
配
管

は
、

口
径

を
統

一
す

る
等
、

複
数

の
系

統
で

の
接

続
方
式

を
統

一

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
 

設
置
許
可
基
準
 

第
四
十
三
条
（
重
大
事
故
対
象
設
備
）
 

残
余
の
リ

ス
ク
へ
の

対
応
 

様
々
な
対
策
を
施
し
て
も
事
故
は

起
こ
り
え
る
と
い
う
の
が
事
故
の

教
訓
で
あ
り
、
新
知
見
に
照
ら

し
、
継
続
的
な
改
善
が
必
要
。

（
事
業
者
）
 

・
施

設
定

期
検

査
の

終
了

し
た

日
か
ら

6
か

月
を

超
え

な
い

時
期
に

「
安

全
性

向
上

評
価

」
を
行

い
、

国
に

届
け

る
と

共
に

、
結

果
を

公
表

す
る
こ

と
と

し
て

い
る
 

・
上

記
取

り
組

み
で

は
、

安
全

設
計
、

地
震

・
津

波
等

に
係

る
評
価

、
保

安
活

動
、

国
内

外
の
最

新
知

見
の

反
映

、
内

部
／

外
部

事
象

PR
A
（

確
率

的
安

全
評

価
）、

安
全

裕
度
、

等
に

つ
い

て
、

評
価

を
行
う

こ
と

と

し
て

い
る
 

原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
評
価
）
 

・
国

内
外

の
運

転
経

験
情

報
を

活
用
し

、
日
常

的
な

業
務
運

営
や
設

備
の

改
善

を
図

り
、
不

適
合
の

発
生

の
防

止
(
未
然

防
止

)
を
図

る
と

と
も

に
、
原

子
力

安
全

に
影

響
す

る
リ
ス

ク
が

あ
る

と
判

断
し

た
場
合

は
、
㏿
や

か
に

リ
ス

ク
管

理
の

仕
組

み
に

て
対
応

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
 

・
設

計
を

超
え

る
ハ

ザ
ー

ド
へ

の
対
処

と
し

て
、

発
生

頻
度

の
不
確

か
さ

が
大

き
く

、
あ

る
一
定

以
上

の
負

荷
が

加
わ

っ
た

と
き

に
、

共
通

の
要
因

に
よ

っ
て

安
全

機
能

の
広
範

な
喪

失
が

同
時

に
生

じ
、
致

命
的

な

状
態

に
な

る
よ

う
な

ハ
ザ

ー
ド

に
備
え

、
緩

和
策

を
整

備
し

て
い
る
 

耐
震
審
査
指
針
の
「
残
余
の
リ
ス

ク
」
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き

か
検
討
が
必
要
。
（
国
）
 

 ・
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
設
置

を
事

業
者

へ
要

求
。

多
様
性

を
講

ず
る

こ
と

等
に

よ
り
、

基
準

地
震

動

を
一

定
程

度
超

え
る

地
震

動
に

対
し
て

頑
健

性
を

高
め

る
こ

と
と
し

て
い

る
。
 

・
ま

た
、

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処
設

備
の

設
置

を
事

業
者

へ
要
求

。
地

震
等

に
よ

る
影

響
を
考

慮
し

た
上

で
、

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と
異

な
る

場
所

で
保

管
す

る
こ
と

、
共

通
要

因
に

よ
っ

て
、
常

設
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
機

能
と

同
時

に
、
そ

の
機

能
が

損
な

わ
れ

な
い
よ

う
に

す
る

こ
と

と
し

て
い
る

。
 

設
置

許
可

基
準
 

 
第

三
十

九
条

（
地

震
に

よ
る

損
傷
の

防
止

）
 

 
第

四
十

二
条

（
特

定
重

大
事

故
等
対

処
施

設
）
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

 
第

四
十

三
条

（
重

大
事

故
等

対
処
設

備
）
 

 

原
子
力
安

全
の
取
り

組
み
や
考

え
方
 

事
故
調
査

報
告
書
等

か
ら
抽
出

し
た
課
題
 

規
制
の
在

り
方
 

安
全
は
、
細
か
い
と
こ
ろ
も
重

要
で
あ
る
が
、
大
局
的
な
視
点

で
対
策
を
組
立
て
る
こ
と
が
必

要
。
（
国
）
 

・
新

規
制

基
準

の
審

査
に

お
い

て
、
確

率
論

的
リ

ス
ク

評
価

を
活
用

し
、

重
大

事
故

等
へ

の
対
策

の
有

効
性

評
価

を
実

施
 

設
置
許
可
基
準
 

第
三
十
七
条
（
重
大
事
故
等
対
処
に
係
る
有
効
性
評
価
）
 

・
実

用
炉

規
則

第
九

十
九

条
の

二
～
七

に
従

い
、

定
期

検
査

が
終
了

し
た

日
以

降
６

月
を

超
え
な

い
時

期
に

「
安

全
性

向
上

評
価

」
を

行
い

国
に
届

け
る

と
共

に
、

結
果

を
公
表

す
る

こ
と

を
事

業
者

へ
要
求
 

原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
 

実
用
炉
規
則
第
九
十
九
条
の
二
～
七
 

世
界
の
動
向
を
注
視
し
、
積
極
的

に
規
制
に
取
り
込
ん
で
い
く
こ

と
。
（
国
）
 

・
最

新
の

科
学

的
・

技
術

的
基

準
を
今

後
も

継
続

的
に

基
準

の
見
直

し
の

検
討

等
に

取
り

込
む
た

め
、

原
子

力

規
制

委
員

会
は

、
国

内
外

の
事

故
・
ト

ラ
ブ

ル
情

報
等

の
収

集
・
整

理
、

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
、
必

要
な

事
項

の
規

制
へ

の
反

映
を

実
施
 

事
業
者
の
安
全
性
向
上
の
姿
勢
を

押
さ
え
る
結
果
と
な
ら
な
い
よ

う
、
規
制
の
在
り
方
を
検
討
す
る

こ
と
が
必
要
。
（
国
）
 

・
検

査
制

度
を

見
直

し
、

安
全

確
保
の

観
点

か
ら

事
業

者
の

取
り
組

み
状

況
を

監
視

、
評

定
。
事

業
者

が
自

ら
安

全
確

保
の

水
準

を
向

上
す

る
取
り

組
み

を
促

進
す

る
こ

と
と
し

て
い

る
。
 

規
制
と
事
業
者
の
逆
転
現
象
が
生

じ
な
い
よ
う
、
規
制
の
技
術
レ
ベ

ル
を
向
上
さ
せ
る
仕
組
み
が
必

要
。
（
国
）
 

・
専

門
能

力
の

向
上

の
た

め
、

原
子
力

安
全

人
材

育
成

セ
ン

タ
ー
を

設
置

。
ま

た
、

職
員

の
人
材

育
成

の
基

本
方

針
を

定
め

、
人

材
育

成
・

研
修
に

係
る

施
策

を
推

進
。

更
に
、

重
大

事
故

等
へ

の
対

応
能
力

の
向

上

等
を

目
的

と
し

て
、

プ
ラ

ン
ト

シ
ミ
ュ

レ
ー

タ
を

開
発

・
整

備
し
、

実
践

的
な

研
修

を
実

施
し
て

い
る

。
 

事
業
者
の

在
り
方
 

事
業
者
の
継
続
的
な
安
全
向
上
の

努
力
が
、
な
さ
れ
る
よ
う
な
仕
組

み
の
構
築
が
必
要
。
 

（
事
業
者
）
 

・
施

設
定

期
検

査
の

終
了

し
た

日
か
ら

6
か

月
を

超
え

な
い

時
期
に

「
安

全
性

向
上

評
価

」
を
行

い
、

国
に

届
け

る
と

共
に

、
結

果
を

公
表

す
る
こ

と
と

し
て

い
る
 

原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
九
（
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
評
価
）
 

・
国

内
外

の
運

転
経

験
情

報
を

活
用
し

、
日
常

的
な

業
務
運

営
や
設

備
の

改
善

を
図

り
、
不

適
合
の

発
生

の
防

止
(
未
然

防
止

)
を
図

る
と

と
も

に
、
原

子
力

安
全

に
影

響
す

る
リ
ス

ク
が

あ
る

と
判

断
し

た
場
合

は
、
㏿
や
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

か
に

リ
ス

ク
管

理
の

仕
組

み
に

て
対
応

し
て

い
る
 

・
深

層
防

護
の

観
点

か
ら

多
角

的
な
検

討
を

加
え

て
費

用
対

効
果
の

大
き

い
安

全
対

策
の

提
案
や

現
場

の
リ

ス
ク

の
気

づ
き

を
募

集
し

、
こ

れ
を
迅

㏿
に

実
現

す
る

技
術

力
を
習

得
す

る
こ

と
を

目
的

と
し
た

「
安

全

向
上

提
案

力
強

化
コ

ン
ペ

」
を

実
施
し

て
い

る
 

経
営
者
は
、
安
全
第
一
で
現
場
が

取
り
組
む
姿
勢
を
重
視
す
る
こ

と
。
（
事
業
者
）
 

・
安

全
性

を
お

ろ
そ

か
に

し
て

経
済

性
を

優
先

す
る

こ
と

は
し

な
い

と
保

安
規

定
に

記
載

す
る

こ
と

と
し

て

い
る
 

人
材
育
成
等
を
と
お
し
て
、
社
員

全
員
が
安
全
を
第
一
に
す
る
企
業

文
化
を
創
っ
て
世
界
に
発
信
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
。（

事
業
者
）
 

・
安

全
性

を
お

ろ
そ

か
に

し
て

経
済

性
を

優
先

す
る

こ
と

は
し

な
い

と
保

安
規

定
に

記
載

す
る

こ
と

と
し

て

い
る
 

原
子
力
安

全
文
化
の

構
築
 

国
、
事
業
者
と
も
原
子
力
発
電
所

の
安
全
に
つ
い
て
は
、
一
発
電
所

の
技
術
管
理
の
問
題
で
は
な
く
、

世
界
の
安
全
保
障
に
つ
な
が
る
大

き
な
問
題
と
と
ら
え
て
対
応
す
る

こ
と
。
 

（
国
・
事
業
者
）
 

・
国

は
、

東
京

電
力

福
島

第
一

原
子
力

発
電

所
の

事
故

の
経

験
か
ら

得
ら

れ
た

教
訓

を
国

際
社
会

と
共

有
す

る
こ

と
で

、
世

界
の

原
子

力
安

全
の
向

上
や

原
子

力
の

平
和

的
利
用

に
お

い
て

積
極

的
な

貢
献
を

行
う

こ

と
は

国
の

責
務

と
し

て
い

る
。

I
A
EA

基
準

等
の

原
子

力
安
全

の
国
際

標
準

の
策

定
に

積
極

的
に
貢

献
す

る

と
と

も
に

、
事

故
の

経
験

と
教

訓
に
基

づ
き

、
安

全
性

を
高

め
た
原

子
力

技
術

と
安

全
文

化
を
共

有
し

て

い
く

こ
と

で
、

世
界

の
原

子
力

安
全
の

向
上

に
貢

献
す

る
こ

と
と
し

て
い

る
。
 

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
 

・
事

業
者

は
、

安
全

最
優

先
、

安
全
文

化
の

浸
透

と
維

持
向

上
、
核

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

文
化

醸
成
の

た
め

の
活

動
（

核
物

質
防

護
規

定
、

基
本

方
針
作

成
、

研
修

、
フ

ァ
ン

ダ
メ
ン

タ
ル

ズ
）

を
実

施
し

て
い
る
 

機
器
故
障
や
自
然
災
害
だ
け
で
な

く
、
テ
ロ
に
対
す
る
備
え
も
必

要
。
米
国
の

B
.
5
.b

の
よ
う
な
考

え
方
も
取
り
入
れ
て
対
応
す
る
こ

と
。
（
国
・
事
業
者
）
 

・
国

は
、

新
規

制
基

準
に

お
い

て
次
の

対
応

を
要

求
、

事
業

者
が
実

施
 

①
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

発
電

用
原
子

炉
施

設
の

大
規

模
な

損
壊
へ

の
対

応

と
し

て
，

手
順

書
の

整
備

，
体

制
の
整

備
及

び
設

備
・

資
機

材
の
整

備
を

行
う
 

②
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
と

し
て

「
特

定
重
大

事
故

等
対

処
施

設
」

の
設
置

（
現

在
、

事
業

者
が

準
備
中

）
 

技
術
的
能
力
の
審
査
基
準
 

2
項
（
大
規
模
な
自
然
災
害
又
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
の
対
応
に
お
け
る
要
求
事
項
）
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項
目

 
区

分
Ⅰ
 

区
分

Ⅱ
 

課
題
・
教
訓
 

対
応
状
況
 

原
子
力
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
分

野
・
産
業
の
知
見
、
考
え
方
を
積

極
的
に
取
り
込
ん
で
い
く
姿
勢
が

重
要
。
 

（
国
・
事
業
者
）
 

・
国

は
、

安
全

研
究

の
実

施
や

国
内
外

の
情

報
の

収
集

・
分

析
等
に

よ
り

得
ら

れ
た

最
新

の
科
学

的
・

技
術

的
知

見
等

を
踏

ま
え

て
、

継
続

的
に
新

規
制

基
準

を
見

直
す

こ
と
と

し
て

い
る

。
 

・
ま

た
、

原
子

力
規

制
委

員
会

は
、
福

島
原

発
事

故
の

教
訓

に
学
び

、
二

度
と

こ
の

よ
う

な
事
故

を
起

こ
さ

な
い

た
め

に
、

そ
し

て
、

我
が

国
の
原

子
力

規
制

組
織

に
対

す
る
国

内
外

の
信

頼
回

復
を

図
り
、

国
民

の

安
全

を
最

優
先

に
、

原
子

力
の

安
全
管

理
を

立
て

直
し

、
真

の
安
全

文
化

を
確

立
す

べ
く

、
設
置

さ
れ

た
。

原
子

力
に

か
か

わ
る

者
は

す
べ
か

ら
く

高
い

倫
理

観
を

持
ち
、

常
に

世
界

最
高

水
準

の
安
全

を
目

指

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

の
組

織
理
念

を
示

し
て

い
る

。
 

・
事

業
者

は
、

他
産

業
を

含
め

た
国
内

外
の

運
転

経
験

情
報

を
活
用

し
、

日
常

的
な

業
務

運
営
や

設
備

の
改

善
を

図
り

、
不

適
合

の
発

生
の

防
止
(
未
然

防
止

)
を
図

っ
て

い
る
。
 

「
安
全
文
化
」
と
い
う
精
神
論
を

越
え
て
、
制
度
面
か
ら
も
「
安
全

文
化
」
の
取
り
組
み
を
促
す
よ
う

な
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
。

（
国
）
 

・
検

査
制

度
を

見
直

し
、

施
設

の
基
準

へ
の

適
合

維
持

及
び

そ
の
確

認
に

つ
い

て
原

子
力

事
業
者

等
の

責
任

を
明

確
に

す
る

と
と

も
に

、
原

子
力
規

制
委

員
会

は
、

原
子

力
事
業

者
等

の
安

全
活

動
全

般
を
、

包
括

的

に
検

査
し

、
そ

の
検

査
の

結
果

に
基
づ

き
総

合
的

な
評

定
を

行
い
、

次
の

検
査

に
反

映
し

て
い
く

こ
と

と

し
て

い
る

。
こ

れ
に

よ
り

、
事

業
者
の

安
全

確
保

に
関

す
る

一
義
的

責
任

が
果

た
さ

れ
、

自
ら
の

主
体

性

に
よ

り
継

続
的

に
安

全
性

の
向

上
が
図

ら
れ

る
と

と
も

に
、

事
業
者

及
び

規
制

機
関

の
双

方
の
努

力
に

よ

り
、

よ
り

高
い

安
全

水
準

が
実

現
さ
れ

る
と

し
て

い
る

。
 

・
事

業
者

に
対

し
て

、
発

電
用

原
子
炉

施
設

に
お

け
る

安
全

性
の
向

上
を

図
る

た
め

、
自

主
的
な

取
組

を
含

め
そ

の
安

全
性

に
つ

い
て

自
ら

評
価
を

行
い

、
当

該
評

価
の

結
果
等

に
つ

い
て

原
子

力
規

制
委
員

会
に

届

け
出

る
と

と
も

に
公

表
す

る
よ

う
関
係

法
令

に
規

定
。
 

・
エ

ネ
ル

ギ
ー

基
本

計
画

に
お

い
て
、

原
子

力
事

業
者

を
含

む
産
業

界
は

、
自

主
的

に
不

断
に
安

全
を

追
求

す
る

事
業

体
制

を
確

立
し

、
原

子
力
施

設
に

対
す

る
安

全
性

を
最
優

先
さ

せ
る

と
い

う
安

全
文
化

の
醸

成

に
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

と
さ

れ
た
こ

と
等

を
踏

ま
え

、
産

業
界
が

行
う

自
主

的
安

全
性

向
上
に

係
る

取

組
を

共
有

及
び

調
整

し
、

改
善

す
べ
き

内
容

の
と

り
ま

と
め

を
行
っ

て
い

る
。
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参考資料５
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 MPa  

 
(MPa)  

 
/  

IC-PD-1 106 414 3.90 

IC-PD-2 106 414 3.90 

IC-R-1  94 414 4.40 

IC-R-2  85 414 4.87 

IC-R-3 105 310 2.95 

IC-R-4  86 310 3.60 

IC-R-5  75 351 4.68 

IC-R-6  82 351 4.28 
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福島事故検証課題別ディスカッション『地震動による重要機器の影響』 

１号機非常用電源設備に関する事項 
 

 

 時点報告 （令和２年６月５日） 
 

１号機非常用電源設備への地震動の影響に関し、表１の項目について議論した結果、地震動又は津波

の遡上・浸水以外の要因による非常用電源設備の機能喪失に関して、物的証拠となるようなものは確認

できていない。 

一方で、津波以外の要因で電源喪失した可能性を否定することはできないというのが現時点での見解

である。各項目で議論した内容は次のとおりである。 

なお、本ディスカッションの資料及び議事録は、新潟県原子力安全対策課のホームページに掲載して

いる。（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/genshiryoku/1356773829562.html） 

 

表１ 議論した項目 

項目 議論のポイント 

１ 津波の到達時刻 津波の発電所敷地への到達時刻はいつか。 

２ 過渡現象記録装置の電圧・電流データと交流電源喪失のプロセス 交流電源喪失に津波以外の影響はないか。 

３ 循環水系、補機冷却系、ディーゼル発電（D/G）

冷却系配管などへの影響 

内部溢水により交流電源が喪失した可能性

はないか。 

 

１ 津波の到達時刻  
 

議論のポイント 津波の発電所敷地への到達時刻はいつか。 

 

○海水系のポンプ及び D/G 等の電源設備の機能喪失は 15 時 36 分台以降に発生している。 

 また、１号機の全交流電源喪失（SBO）は 15時 37 分に生じたことが運転日誌に記されている。 

一方、津波が敷地へ到達した時刻の記録はない。 

〇東京電力 HD は福島第一原子力発電所への津波第２波（図 1-1 参照）の到達時刻を 15 時 35 分頃で

あるとし、平成 24 年６月に公表した事故報告書においてもその旨を明記している。しかし、この時

刻は発電所の沖合約 1.3km※に設置された波高計を津波第２波（２段目）の先端が通過した時刻であ

って敷地への到達時刻ではない。重大な過誤である。 

※ 東京電力 HD は、当初沖合約 1.5km と説明していたが、令和元年 8 月、位置情報に誤りがあり、

沖合約 1.3km に設置されていたことを公表した。 

 〇本課題別ディスカッションでは、津波が波高計を通過してから２分の間に、敷地を遡上し、1 号機

の電源設備を機能喪失させるということが起こり得るのかどうかを確認するため、津波の発電所敷

地への到達時刻について議論してきた。なお、この議論は、伊東良徳氏（元国会事故調協力員、SBO

と津波の関係を集中的に分析）の問題提起に始まっており、本課題別ディスカッションにおいて、

同氏の考えを確認した。 

  

資料 No.２ 
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参考資料６



 

 

 

○東京電力 HDは、沖合の波高計位置の時刻歴波形の時刻補正、東京電力 HDが実施した津波の再現シ

ミュレーションや第三者による津波シミュレーションとの比較、東京電力 HD の協力企業社員が撮

影した津波襲来時の連続写真（写真 1-1）の分析等を総合的に評価し、15 時 36 分台に津波第２波

（第２段）は敷地に遡上し、1 号機タービン建屋 1 階に浸入して A 系の電源が 15 時 36 分台に喪失

したと説明している。 

また、正しい波高計位置における時刻歴波形との再現性を向上させた津波シミュレーションを行い、

改めて、15 時 36 分台に津波第２波（第２段）は１号機タービン建屋に到達したと説明している。

（添付資料１「東京電力 HD の説明①」参照） 

○伊東良徳氏は、津波の連続写真をピクセルレベルで分析して津波高さを推定するなどして、東京電

力 HDが１号機タービン建屋に到達したとする第２波（第２段）は、第２波（第３段）であり、その

到達時刻は 15 時 38 分台であるとしている。また、この時刻は全交流電源喪失より遅いことから、

1号機の全交流電源喪失の原因は津波以外の可能性があると説明している。（添付資料２「東京電力

HD と伊東良徳氏の主張の相違」参照） 

 連続写真の分析や津波インバージョン解析に関しては、田中委員、東京電力 HD、県（事務局）との

３者の打合せにおいて論点を整理し、課題別ディスカッションにおいて確認した。 

（添付資料３「３者打合せの論点整理」参照） 

○鈴木元衛委員は、過渡現象記録装置の記録と津波写真の分析から、放水口へ打ち寄せた津波により

放水路内に発生した圧力波が、放水路内を上流へ伝播して取水口の D/G 冷却系等のポンプモーター

がトリップした可能性があるとの仮説を示した。（添付資料４「鈴木元衛委員の考え方①」参照） 

 また、東北大学今村教授らや東京電力 HDが実施した津波シミュレーション結果を分析し、1 号機 A

系の非常用交流電源が喪失する原因となった事象は、津波が 1号機タービン建屋内の電源盤（M/C）

に到達する以前に生じていた可能性があるとの仮説を示した。 

（添付資料４「鈴木元衛委員の考え方②」参照） 

 

 

図 1-1 津波時刻歴波形（第 1回資料 No.2 東電資料より） 

（補足）波高計は発電所の沖合約 1.3※km に設置 

 

 

 

第２波（２段目） 

第２波（１段目） 
第１波 
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写真 1-1 撮影された連続写真（例） （補足）敷地から撮影された 19枚の連続写真、撮影時刻は不明 

 

 

ま 

と 

め 

 
● 波高計位置の津波の時刻歴波形、連続写真、過渡現象記録装置の記録、津波シミュレーショ

ン結果（波高計位置修正後）などを基に検討したが、津波が発電所敷地や１号機タービン建

屋に到達した正確な時刻を断定するだけの精度のある値は得られていない。それらの正確

な時刻を断定することは困難であるが、その時刻を伊東良徳氏は 15 時 38 分台とし、鈴木

元衛委員は 15 時 37 分台と推定している。なお、東京電力 HD は、15 時 36 分台と推定して

いる。 

● タービン建屋大物搬入口に最も早く到達する東電の津波シミュレーション結果を用いて

も、１号機 A 系の非常用交流電圧が喪失する原因となった事象は、津波が建屋内の電源盤

（M/C）に到達する以前に生じた可能性がある。 

 

 

  

写真 18 

写真 15 

写真 6 

写真 16 

写真 11 
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２ 過渡現象記録装置の電圧・電流データと交流電源喪失のプロセス 

 

議論のポイント 交流電源喪失に津波以外の影響はないか。 

 

◯東京電力 HDは、１号機ディーゼル発電機（D/G）及び電源盤(M/C)が停止した原因について、地震発

生から過渡現象記録装置の記録が残っている間は正常な状態であったこと、非常用電源が喪失した

時刻に余震が発生していないこと、多くの機器が短時間に集中して機能喪失していることから、電

源喪失は津波の浸水によるものと説明している。（B 系については停止時刻が不明のため、停止原因

の特定には至っていない。） 

○また、原子力規制委員会の「東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会」も、

同様な中間報告書をとりまとめている。（A系について検討しており、B系の停止原因については検

討していない。） 

○福島第一原子力発電所の電源喪失のプロセス検証のため平成 28 年６月に現地調査を行った。 

○東京電力 HD は、非常用電源の喪失について、各号機の設備の位置と機能喪失時刻の関係の観点か

ら検討を行った結果、非常用電源設備の海からの距離が遠くなるほど喪失時間が遅くなる傾向が確

認され、非常用電源は津波によって機能喪失したと推定している。 

（添付資料１「東京電力 HD の説明②」参照） 

また、1 号機が他号機と比較して機能喪失時刻が早い理由については、大物搬入口の防護扉が開放

されており、大量の津波がシャッターを吹き飛ばし、タービン建屋へ流入したことが原因と推定し

ている。 

（添付資料１「東京電力 HD の説明③」参照） 

〇一方、田中委員は、「東京電力 HDの説明②」の図は、津波が 1～4号機の敷地に向かって「真東」か

ら横一線に進んできたことを前提にしているが、津波は敷地に対して東南方向から進んできたこと

を示す写真 15，16（写真 1-1 参照）と矛盾するだけでなく、機器類の高さも考慮されておらず、全

体として説得力に欠けるとしている。 

 〇鈴木元衛委員は、仮説として、地震動による D/G 冷却系配管などの損傷による内部溢水など、他の

交流電源喪失のプロセスが存在する可能性を示した。この内容については「３．循環水系、補機冷

却系、D/G 冷却系配管などへの影響」に記載した。 

 

ま 

と 

め 

 

● ディーゼル発電機（D/G）や電源盤（M/C）の電圧・電流値の変化、電源設備が設置されてい

るタービン建屋の浸水経路を確認した。また、１号機タービン建屋内の現地調査を行い、東

京電力等の説明（M/C1C が海水の浸漬により停止）は、交流電源喪失の１つのプロセスとし

て成立する可能性があることを確認した。 

● 一方で、地震による循環水系や、補機冷却系、D/G 冷却系配管の損傷による内部溢水など、

他の交流電源喪失のプロセスを否定することはできない。 
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３ 循環水系、補機冷却系、ディーゼル発電機（D/G）冷却系配管などへの影響  

 

議論のポイント 内部溢水により交流電源が喪失した可能性はないか。 

 

〇東京電力 HDは、津波到達後においても、１号機循環水系配管（図 3-1）の設置されているタービン

建屋地下 1 階へ運転員がアクセスしていること、地下１階に設置されているディーゼル消火ポンプ

が機能を発揮していること等から、循環水系配管の損傷により浸水し、電源喪失に至ったとは考え

ていないと説明している。 

〇１号機循環水系配管については、建設当時に耐震重要度分類はなく、耐震評価が行われていない。 

 

図 3-1 循環水系配管（第 2 回資料 No.2 東電資料より） 

 

〇 鈴木元衛委員は、次のとおり仮説を示した。（添付資料４「鈴木元衛委員の考え方③」参照） 

① 東北大学の津波シミュレーションの結果によると、放水口付近に大きな津波の流㏿が発生して

おり、これにより放水路には強い圧力波が生じて放水路配管系を伝播した可能性がある。津波

が放水口へ打ち寄せ、放水路の点検口から高い水柱が立ち上った写真（写真 1-1、写真 11 参照）

はこの圧力波発生を裏付けるものである。 

②  1 号機においては、循環水配管系、D/G 冷却系の配管等が地震により破損し、そこから、海水

（津波）が流入して D/G 停止に至った可能性がある。 

③  2 号機 A系や 5号機 A系 B系においては、上記の圧力波により D/G 冷却系又は残留熱除去系 

の海水ポンプモーターに過負荷や過電流を発生させ、トリップさせ、これによって D/G を停止

させた可能性がある。流体の逆流によりモーターに過電流が発生するという過去の実験による

知見がある。 
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ま
と
め 

 

● 現時点では、１号機タービン建屋地下階の現場調査ができないため、循環水系、補機冷却

系、D/G 冷却系配管などの地震動による損傷の有無は確認できていない。 

● 放水路に発生した圧力波が伝播していき、海水ポンプモーターに過負荷や過電流を発生さ

せた可能性を否定するだけの判断材料はない。 

 

 

『１号機非常用電源設備に関する事項』の議論から得られた必要な対策 

（柏崎刈羽原子力発電所について） 

○循環水系、補機冷却系や D/G 冷却系配管などの地震動に対する損傷防止対策又は損傷して内部溢水

した場合の対策をとる必要があるのではないか。 

○津波による圧力波により放水路やポンプなどの機器が損傷する可能性についても十分な考慮をす

べきである。 

〇津波により、D/G 冷却系の海水ポンプに過負荷や過電流が発生して停止しても、電源の確保ができ

るよう対策をとる必要があるのではないか。 

（福島第一原子力発電所について） 

〇東京電力 HDは、今後、M/C や循環水系、D/G 冷却系配管などの状態について確認し、記録をとりな

がら廃炉作業を進めることが望まれる。同時に、本ディスカッションにおいて議論した、事故の痕

跡が残っている可能性がある M/C などの設備については保存が望まれる。 
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添付資料１ 東京電力 HDの説明 

 

説明① 海水系のポンプ及び電源設備の機能喪失時刻（第1回資料No.2東電資料に追記） 

 

 

説明② 各電源設備までの津波進入の経路長と機能喪失時刻の関係（第８回東電資料） 

 

 

 

  

（略語） 

D/G:非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 

M/C:非常用高圧電源盤 

CCSW:格納容器ｽﾌﾟﾚｲ海水系 

RHSW:残留熱除去海水系 

RHRS:残留熱除去海水系 
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説明③ １号機の電源喪失のプロセス（第８回資料 No.２東電資料に追記） 

 

電
圧
・
電
流
値
の
変
化 

過渡現象記録装置 1分間隔データ 

 

１
号
機
タ
ー
ビ
ン
建
屋
の
津
波
浸
水
経
路 

 

 

１
号
機
タ
ー
ビ
ン
建
屋
現
地
調
査 

  

 

電源盤(M/C) 

地下の D/G、直流電源よりも地上の M/C が先に機能喪

失している。 

建屋内に床上約 1.2m 程度の浸水痕を確認 
遮断器開放の原因となったと東電が説明する補助リレー

のボックスに浸水痕を確認 

大物搬入口 

入退域ゲート 

機器ハッチ等 

大物搬入口の防護扉が開放されており、大量の津波
がシャッターを吹き飛ばして T/B へ流入し、近くに
あった電源盤(M/C)1C が早く浸水したと推定 

電源盤(M/C)1C 

 A 系 15:36:59 時点   

 M/C1C の電圧及び D/G1A の電流が喪失 

・D/G1A の電圧は維持 

D/G1A は機能維持していたが、M/C 側で母線事故以外

の事象が発生したため、D/G の受電遮断器が開放し電

流が流れなくなったと推定 

津波浸水経路 
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添付資料２ 東京電力 HD と伊東良徳氏の主張の相違 

 
 

 

 

 （補足）東京電力 HD の説明 

津波解析や沖合の波高計の時刻歴波形から、写真 7～12は第 2波（1段目）と説明。また，写真 7（写

真 6の 56秒後）には写真 6の波が港湾内に写るべきであるが写っていないことから伊東氏の説明は矛

盾する旨説明。 

 
 
 

 

 
 

 

 （補足）伊東氏の説明 

写真 6（写真 7の 56秒前）に写っている波のピクセル等を分析し高さが約 3mと推定。この波が第 2

波(1段目)、次に襲来する写真 11の波が第 2波(2段目)と説明。 

 

 

   

※ 波高計位置が沖合 1.5km にあるとした時点の議論 

第 2 波(2 段目) 

第 2 波(1 段目) 

伊東氏が第 2波(1段目)とする津波 

・港湾内水位低下状態 
(波除堤が大きく露出) 

・写真 6の波が写っていない 

写真7
東電が第 2波(1段目)とする津波 

伊東氏が第 2波(2段目)とする津波 
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添付資料３ ３者打合せの論点整理 

 

 SBO と津波遡上との関係（とくに１号機）  

 
１．概要（問題の背景） 

・東京電力が作成した福島事故調査報告書（中間報告、最終報告）において、津波が敷地に到

達した時刻を、第１波は3月11日15時27分、第２波は同日15時35分と明記している。

これと同じ記載は、IAEAへの事故報告書や原子力安全・保安院あるいは政府事故調の報告

書にも見られるが、これらは波高計設置位置（敷地から 1.5km 沖(*)）を通過した時刻であ

り、重大な錯誤である。即刻訂正が必要。 

・東京電力は、福島第一原子力発電所の敷地から約1.5km沖(*)に設置した波高計の記録から、

波高計位置を津波が通過した時刻は、15時27分（第１波）、15時35分（第２波）として

いる。一方、運転日誌によると、１号機のSBO（全交流電源喪失）時刻は15 時 37 分とな

っており、東京電力は、37分よりも前に津波第２波が敷地に襲来したことが１号機SBOの

原因であるとしてはいる（２，３号機のSBOの原因も同様）が、説得力ある裏付けを示せ

ないでいた。 

・15時35分に波高計設置ポイントを通過した津波第２波が、その後、どのように敷地に向か

い何時何分何秒に敷地に遡上し、各号機をSBOに陥れたかを合理的に推定した上で、SBOの

原因を究明する必要がある。 

・この数年間、東京電力は津波波源モデルの改良と事故当時デジカメで撮影された多数の津

波襲来写真との照合を繰り返し、津波第２波の敷地への遡上時刻を15時36分台（波高計

位置修正前後ともに同じ）としている。一方、同じ一連の写真の分析から津波遡上時刻を

15時38分22秒と推定する意見もあり、これに誤りが無ければ、SBOの原因は津波ではな

かったことになる。 

(*)令和元年８月20日、東京電力は、波高計の位置情報に誤りがあり、実際には敷地から沖合約1.3kmに

設置していたと公表 

 

○東京電力が実施した津波シミュレーションについて 

・福島第一原子力発電所の沖合に設置した波高計の記録（時間、波高）を再現することを目

的として実施。まず、波高計の記録を再現する津波波源モデルを作成。この津波波源モデ

ルを用いて津波シミュレーションを実施し、福島第一原子力発電所への津波の到達時刻を

評価 

・津波シミュレーションでは、当該波高計の記録だけを再現するのではなく、東日本の広域

（北海道～千葉）で観測されたデータもできるだけ再現できるよう実施。 
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○津波を撮影した写真について 

・地震発生時、集中廃棄物処理建屋（４号機南側に設置）からデジタルカメラで撮影した44

枚の写真。東京電力のホームページで公開されている。 

 http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_120709_03-j.pdf 

・画像ファイルに撮影時間が記録されているが、カメラの内蔵時計によるものであり、それ

自体は絶対的時刻にはならないが、任意の２枚の写真の撮影時刻の差は、それぞれの写真が

撮られるまでの正確な時間差として重要な意味をもつ。なお、沖合に設置されている波高計

用の時計は、数秒の誤差範囲で正確であることがわかっている。 

 

２．本件に関する考え、主な確認事項等 

（１）津波インバージョン解析について 

委員の考え 

・津波インバージョン解析(*)には、波高計のデータに合わせるための様々な設定がなされて

おり、恣意的なチューニングが行われているのではないか（例：「仮想津波」の導入、「仮

想津波記録」の設定、すべり量の変更）。また、地表面で観測された強震記録との比較も

しておらず、これで良いのかという疑問がある。 

(*)観測値から、津波の原因となった津波波源モデル（断層のすべり量など）を求める解析。「インバ

ージョン」は「逆」の意味 

 

東京電力の考え 

※解析の手順は、添付資料参照 

・津波インバージョン解析は、福島第一原子力発電所の波高計データを再現することを目的

として行っている。しかし、波高計データのみを合わせるのではなく、東日本の広域の観

測データとも合わせるように計算した。恣意的な作業で波高計のみに結果を合わせようと

すれば、東日本の広域の観測データとの整合性が悪くなる。 

・「仮想津波記録」の考え方は、当社独自のもので、津波インバージョン解析を効率化する手

法として導入したもの。海底面の影響を受けず線形が保たれる範囲と津波の進行方向を考

慮して水深50mの位置を設定。この位置は、波高計から10～15km離れた距離になる。津波

インバージョン解析では、まず、プレート境界からこの位置までは線形で計算し、「仮想

津波記録」を良く再現する津波波源モデルを決定する。次に、その先（敷地に向かう方向）

は、その津波波源モデルを用いた非線形の計算を行い、波高計の記録との整合を確認する。

波高計記録と計算結果が整合しない場合は、「仮想津波記録」を修正して上記を繰り返す。

波高計の記録に合わせるための作業だが、東日本広域の観測データと合わせることも考え

ている。 

・波源モデル N04 策定にあたり設定した２箇所の「仮想津波記録」（田老北沖合、鹿島港沖

合水深100m）も、津波インバージョン解析を効率化するための手法として導入したもので

あり、この地点の観測記録はない。 

・津波波源モデルについて、波源モデルN04では、L67と比較すると九十九里浜付近と釜石沖

付近ですべり量が大きく変わっている。これは、津波インバージョン解析の結果として導
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出されたもので、意図的に変えたものではない。仮にL67と同じすべり量とした場合でも、

福島第一原子力発電所の波高計位置における津波波形にほとんど影響を与えていないこと

を確認している。 

・地表面で観測された震動記録とは比較していない。津波は地震動に比べてゆっくりとした

動きによるもの（周期帯が長い）であり、目的（再現しようとする事象）が違うことが理由。 

 

確認事項 

・津波シミュレーションがどのような仮定の下、どのような計算が行われているかを確認し

た。 

 

（２）津波の敷地への到達時間（第２波） 

委員の考え 

・事故当時撮影された写真の解析により、１号機敷地への到達（遡上）時間は15時 38 分以

降と推定（ただし、後述のごとく、この津波は東京電力が考えている第２波２段目ではな

く、「第２波３段目」である）。 

 

東京電力の考え 

・これまで、15時36分台と推定。新しい津波シミュレーション結果においても同様。 

 

 

（３）津波シミュレーション結果と写真との対照 

○津波の定義について 

 
図５－１ 津波（第１波、第２波）の定義 

 
出典：福島原子力事故発生後の詳細な進展メカニズムに関する未確認・未解明事項の調査・検討

結果「第５回進捗報告」について 

（添付資料 地震津波-1） 福島第一原子力発電所に来襲した津波の敷地到達時刻について 

http://www.tepco.co.jp/decommission/information/accident_unconfirmed/pdf/2017/171225j0108.pdf 

- 12 -



 

委員の考え 

・写真をパソコンで画素（ピクセル）レベルに拡大して分析した結果、写真５，６に写ってい

る波は、第２波（１段目）と推断（高さ３メートル）。 

・写真７～12は第２波（２段目）を捉えたものであり、画素レベルに拡大すると写真11，12

の沖合には第２波（３段目）が写っている。写真15、16は津波第２波（３段目）である。 

 

東京電力の考え 

※詳細は添付資料参照 

・津波シミュレーション（波源モデル：N04）の結果と写真とを比較。写真８を第２波（１段

目）が南防波堤屈曲部に到達したと判断し、当該場所への津波到達時間を15時34分27秒

とした。 

・この到達時刻を起点として、写真の撮影間隔から津波の状況を推定。津波シミュレーショ

ンの結果と津波が写った全ての写真が整合していることを確認。これを踏まえると、写真

11，12の沖合に写っている波は、第２波（２段目）と推定される。 

 なお、写真５，６に写っている筋は、津波とは異なるものと考えているが、詳細は不明。 

 

【参考】波高計の位置誤りについて（経緯） 

・波高計の位置について、福島県に提出していた温排水調査報告書にある図面に基づく位置

（①）を、社内で使用。外部にも提供していた。 

・その後、福島県に提出した資料（座標入り）を確認（②）し、東京電力は、シミュレーショ

ンにおいて、この座標を使用。 

・この座標データ（②）は日本測地系のものだったが、資料が世界測地系を使用するよう法

律で決まっていた時代のものだったため、世界測地系のものと判断。そのため、波源モデ

ルN03のシミュレーションにおいて、波高計位置は④になっている。 

・県技術委員会鈴木元衛委員から位置に関する質問があり、関係者へのヒアリング、資料調

査、現地調査（潜水調査など）を実施。事故時は、③に設置していたことを確認 

・波高計位置を③に修正し、新たに波源モデルN04を作成。N04を計算するにあたり、N01、

N02を波高計位置③で再計算している。 

※日本測地系と世界測地系では地球を模擬した楕円体が違うため、同じ位置を示す座標で、

数字が異なる。 

・位置に関する質問があるまで間違いが分からなかった理由として、温排水調査報告書は福

島県に提出されていたもので信頼性があると考えていたこと、福島第一原子力発電所の事務

本館は破損かつ汚染されていたため、事故後複数年にわたり保管資料を確認できる状況にな

かったためとしている。 
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図５－２ 波高計の位置 

 
出典：福島第一原子力発電所波高計の設置箇所情報の誤りについて 

2019年８月20日 東京電力ホールディングス株式会社 

http://www.tepco.co.jp/press/release/2019/pdf3/190820j0301.pdf 

- 14 -



- 15 -



- 16 -



- 17 -



- 18 -



- 19 -



- 20 -



- 21 -



 

添付資料４：鈴木元衛委員の考え方 

 

考え方① 津波写真と過渡現象記録装置の記録の分析 

 

津 

波 

写 

真 

写真 11 写真 17 

分 

 

析 

写

真 

放水口の点検口に水柱が発生しており、ポンプモ

ーターのブレーキ作用により、この頃に過電流が発

生した可能性がある。 

津波が水深１m 程度遡上しており、

この頃に１号機のM/C1Cが海水に浸漬

した可能性がある。 

時

刻

推

定 

過渡現象記録装置から、DG の電流が上昇を開始

したのは 15:36:25 頃である。 

従って、写真 11 の撮影時刻は 15:36:20 頃と考え

られる。 

写真 17は写真 11の 66秒後に撮影。

写真11の撮影時刻が15:36:20頃だと

すると写真 17は 15:37:26 頃となる。 

15:36 分台に発生した M/C1C の機能

喪失の原因が津波の浸水とは考えら

れない。 

 

過渡現象記録装置 

 

※波高計位置が沖合 1.5km にあるとした時点の議論 
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考え方② 津波シミュレーション結果と１号機 A系交流電圧停止の原因の分析 

 

 

※ 波高計位置が沖合 1.5km にあるとした時点の議論 

 

 

 

  

 

 「１号機タービン建屋内の M/C が津波によって水没して遮断器が開放したことにより、15:36 台に

母線電圧がゼロになった（A系の電源が喪失した）」とする東電（および原子力規制委員会、原子力学

会）の論理の成立性を検証するために、実施された津波シミュレーション３ケースを分析した。 
 

その結果、１号機タービン建屋大物搬入口への津波の到達がたとえ 15 時 36 台であっても、海水の

建屋内の電源盤（M/C1C）への到達、および M/C の遮断器が開放してから母線電圧がゼロになるまで

には更に時間を要する。（表 1-1）これに加えて、数値計算上の調整要因を考慮しても（表 1-2）、最

も早く到達した東電解析ケースを含む全ての解析ケースにおいて、電圧ゼロとなる時刻は 15時 37分

以降であると考えられる。すなわち、１号機 A系の非常用交流電圧が停止する原因となった事象は、

津波が建屋内の電源盤（M/C）に到達する以前に生じていた可能性がある。（参照：第 13回資料 No.4-

3 鈴木元衛委員資料） 

 

表 1-1  M/C 電圧ゼロまでの推定時刻（物理的所用時間を加味） 

解析ケース 

計算上の 

1号機前 

到 達 時 刻 

物理的所用時間（単位：秒） 物理的所要

時刻を加味

し た 

電 圧 ゼ ロ 

最㏿時刻 A 

水 位 

上 昇 

時 間 

建 屋 浸 入 

M/C 浸漬時間 

遮 断 器 

動 作 時 間 

負 荷 電 圧 

低 下 時 間 

合 計 

必 要 

時 間 

東 北 大 15:37:07 

4 4 1 6 15 

15:37:22 

クロスチェック 15:36:54 15:37:09 

N 0 4 東 電 15:36:45 15:37:00 

 

表 1-2  M/C 電圧ゼロまでの推定時刻（数値計算上の調整後） 

解 析 ケ ー ス 
物理的所要
時間を加味した 
時 刻 A 

数値計算上の調整時間（単位：秒） 
調整後の 
電 圧 ゼ ロ 
時 刻 B 

波 高 計 と 
モ デ ル の 
ズ レ 調 整 

北防波堤高
さの遅延効
果 の 調 整 

地上構㐀物
の 

遅 延 効 果 

合 計 
調 整 時 間 

東 北 大 15:37:22 -5 -10 - -15 15:37:07 

クロスチェック 15:37:09 0 2 - 2 15:37:11 

N 0 4 東 電 15:37:00 5 2 α 7+α 15:37:07+α 

１ 
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※ 波高計位置が沖合1.3kmにあると修正した後の議論



 

考え方③ 放水路に生じる圧力波と D/G 停止に関する仮説 

 

 

鈴木元衛委員の仮説のイメージ（第 13 回資料 No.4-3 鈴木元衛委員資料に追記） 
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 M/C5C電圧

 

モーター過電流データの例（第 13 回資料 No.4-4 鈴木元衛委員資料から抜粋） 

③ 海水ポンプに過負荷・過電流

が発生（２・５号機） 

② 地震で冷却系配管が損傷 

①  圧力波が発生 

２号機 ５号機 

冷却系配管の損傷箇所から海水（津波）が漏洩（１号機） 
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参考資料10
※ 本資料は議論の経過を示すものである。

































参考資料11※ 本資料は議論の経過を示すものである。
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