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１．概要  

  本資料は、加工施設の技術基準に関する規則「第 30 条  重大事故等対処

設備」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき

事項、補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。  

  整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施し

た。  

 

２．本資料の構成  

  「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。  

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較  

事業変更許可  本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。  

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開  

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。  

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開  

別紙２で第２回申請対象とした基本設計方針の項目に対して、展

開事項の分類をもとに、添付書類単位で記載すべき事項を展開す

る。  

  別紙４：添付書類の発電炉との比較  

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。  

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出  

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。  

  別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ  

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。  
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別紙 

核不拡散の観点から公開できない箇所
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（1/65） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（重大事故等対処設備） 

第三十条 

重大事故等対処設備は、次

に掲げるところによるもので

なければならない。 

一 想定される重大事故等の

収束に必要な個数及び容量を

有すること。⑦ 

二 想定される重大事故等が

発生した場合における温度、

放射線、荷重その他の使用条

件において、重大事故等に対

処するために必要な機能を有

効に発揮すること。⑧⑯⑰ 

三 想定される重大事故等が

発生した場合において確実に

操作できること。⑪ 

四 重大事故等に対処するた

めに必要な機能を確認するた

めの検査又は試験及び当該機

能を健全に維持するための保

守又は修理ができること。⑮ 

五 本来の用途以外の用途と

して重大事故等に対処するた

めに使用する設備にあって

は、通常時に使用する系統か

ら速やかに切り替えられる機

能を備えること。⑫ 

六 プルトニウムを取り扱う

加工施設を設置する工場又は

事業所 (以下この章において

「工場等」という。) 内の他

の設備に対して悪影響を及ぼ

さないこと。⑥ 

七 想定される重大事故等が

発生した場合において重大事

故等対処設備の操作及び復旧

作業を行うことができるよ

う、線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定、設置

場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講ずること。

⑨ 

第 1章 共通項目 

8. 設備に対する要求

8.2   重大事故等対処設備 

8.2.1   重大事故等対処設備に対する設

計方針 

 

 

 

MOX 燃料加工施設は，重大事故に至る

おそれがある事故が発生した場合におい

て，重大事故の発生を防止するために，

また，重大事故が発生した場合において

も，重大事故の拡大を防止するため，及

び MOX 燃料加工施設を設置する事業所

(再処理事業所)外への放射性物質の異常

な水準の放出を防止するために，重大事

故等対処設備を設けるとともに，必要な

運用上の措置等を講ずる設計とする。①

-1,①-7 

重大事故等対処設備は，想定する重大

事故等の環境条件を考慮した上で期待す

る機能が発揮できる設計とする。また，

重大事故等対処設備が機能を発揮するた

めに必要な系統(供給源から供給先ま

で，経路を含む。)で構成する。①-2 

 

 

 

 

(２) 重大事故等対処施設（加工施設へ

の人の不法な侵入等の防止，安全避難通

路等，監視測定設備及び通信連絡を行う

ために必要な設備は(１) 安全機能を有

する施設に記載）

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設は，重大事故に至

るおそれがある事故が発生した場合にお

いて，重大事故の発生を防止するため

に，また，重大事故が発生した場合にお

いても，重大事故の拡大を防止するた

め，及び工場等外への放射性物質の異常

な水準の放出を防止するために，必要な

措置を講ずる設計とする。①-1 

重大事故等対処設備は，想定する重大

事故等の環境条件を考慮した上で期待す

る機能が発揮できる設計とする。また，

重大事故等対処設備が機能を発揮するた

めに必要な系統（供給源から供給先ま

で，経路を含む。）で構成する。①-2 

① 重大事故等の拡大の防止等

ＭＯＸ燃料加工施設は，重大事故に至

るおそれがある事故が発生した場合にお

いて，重大事故の発生を防止するための

措置を講ずる。また，重大事故が発生し

た場合においても，当該重大事故の拡大

を防止し，工場等外への放射性物質の異

常な水準の放出を防止するために，重大

事故等対処設備を設ける。これらの設備

については，当該設備が機能を発揮する

ために必要な系統を含む。①-7 

(ハ) 重大事故等対処施設

(１) 重大事故等対処設備に関する設

計 

ＭＯＸ燃料加工施設は，重大事故に至

るおそれがある事故が発生した場合にお

いて，重大事故の発生を防止するため

に，また，重大事故が発生した場合にお

いても，重大事故の拡大を防止するた

め，及び工場等外への放射性物質の異常

な水準の放出を防止するために，必要な

措置を講ずる設計とする。◇1  

重大事故等対処設備は，想定する重大

事故等の環境条件を考慮した上で期待す

る機能が発揮できる設計とする。また，

重大事故等対処設備が機能を発揮するた

めに必要な系統（供給源から供給先ま

で，経路を含む。）で構成する。◇1  

5. 設備に対する要求

5.1 安全設備，設計基準対象施設及び重

大事故等対処設備

5.1.1 通常運転時の一般要求

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

：発電炉との差異の理由 ：許可からの変更事項等 

：他条文から展開した記載 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書において，重大事故等対

処設備に対する一般的な要求事項を記載して

おり、設工認においても同様の記載が必要と

判断し記載したため。 

○52 (P2 から) 

【許可からの変更点】 

①－7の内容を踏まえて，重大事故の対処

として重大事故時設備を設ける事，必要な

措置等（運用等）を講ずることを明確にし

た。

【許可からの変更点】 

「工場等」が指す具体的な内容を記載し

た。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（2/65） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
２ 常設重大事故等対処設備

は、前項に掲げるもののほ

か、共通要因 (事業許可基準

規則第一条第二項第七号に規

定する共通要因をいう。次項

において同じ。) によって設

計基準事故に対処するための

設備の安全機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがな

いよう、適切な措置が講じら

れたものでなければならな

い。② 

 

３ 可搬型重大事故等対処設

備に関しては、第一項の規定

によるほか、次に掲げるとこ

ろによるものでなければなら

ない。 

 

一 常設設備 (プルトニウム

を取り扱う加工施設と接続さ

れている設備又はプルトニウ

ムを取り扱う加工施設と短時

間に接続することができる常

設の設備をいう。以下この項

において同じ。) と接続する

ものにあっては、当該常設設

備と容易かつ確実に接続する

ことができ、かつ、二以上の

系統が相互に使用することが

できるよう、接続部の規格の

統一その他の適切な措置を講

ずること。⑬ 

 

二 常設設備と接続するもの

にあっては、共通要因によっ

て接続することができなくな

ることを防止するため、可搬

型重大事故等対処設備 (プル

トニウムを取り扱う加工施設

の外から水又は電力を供給す

るものに限る。) の接続口を

それぞれ互いに異なる複数の

場所に設けること。⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，共用対象の施

設ごとに要求される技術的要件(重大事

故等に対処するために必要な機能)を満

たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理

施設と共用することにより安全性が向上

し，かつ，MOX 燃料加工施設及び再処理

施設に悪影響を及ぼさない場合には共用

できる設計とする。【⑥-1】重大事故等

対処設備を共用する場合には，再処理施

設の重大事故等への対処を考慮した個数

及び容量を確保する。また，同時に発生

する再処理施設の重大事故等による環境

条件の影響について考慮する。①-3 

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要

因とする重大事故等に対処するものと外

部からの影響による機能喪失の要因とな

る事象(以下「外的事象」という。)を要

因とする重大事故等に対処するものにつ

いて，常設のものと可搬型のものがあ

り，以下のとおり分類する。①-4 

常設重大事故等対処設備は，重大事故

等対処設備のうち常設のものをいう。ま

た，常設重大事故等対処設備であって耐

震重要施設に属する安全機能を有する施

設が有する機能を代替するものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備」，常設重

大事故等対処設備であって常設耐震重要

重大事故等対処設備以外のものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設

重大事故等対処設備」という。①-5 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事

故等対処設備のうち可搬型のものをい

う。①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，共用対象の施

設ごとに要求される技術的要件（重大事

故等に対処するために必要な機能）を満

たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理

施設と共用することにより安全性が向上

し，かつ，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処

理施設に悪影響を及ぼさない場合には共

用できる設計とする。【⑥-1】 

重大事故等対処設備を共用する場合に

は，再処理施設の重大事故等への対処を

考慮した個数及び容量を確保する。ま

た，同時に発生する再処理施設の重大事

故等による環境条件の影響について考慮

する。①-3 

重大事故等対処設備は，内的事象を要

因とする重大事故等に対処するものと外

部からの影響による機能喪失の要因とな

る事象（以下「外的事象」という。）を

要因とする重大事故等に対処するものに

ついて，常設のものと可搬型のものがあ

り，以下のとおり分類する。①-4 

常設重大事故等対処設備は，重大事故

等対処設備のうち常設のものをいう。ま

た，常設重大事故等対処設備であって耐

震重要施設に属する安全機能を有する施

設が有する機能を代替するものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備」，常設重

大事故等対処設備であって常設耐震重要

重大事故等対処設備以外のものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設

重大事故等対処設備」という。①-5 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事

故等対処設備のうち可搬型のものをい

う。①-6 

また，主要な重大事故等対処設備の設

置場所及び保管場所を第 12 図に示す。

□2  

 

②  重大事故等の拡大の防止等 

ＭＯＸ燃料加工施設は，重大事故に至

るおそれがある事故が発生した場合にお

いて，重大事故の発生を防止するための

措置を講ずる。また，重大事故が発生し

た場合においても，当該重大事故の拡大

を防止し，工場等外への放射性物質の異

常な水準の放出を防止するために，重大

事故等対処設備を設ける。これらの設備

については，当該設備が機能を発揮する

 

 

重大事故等対処設備は，共用対象の施

設ごとに要求される技術的要件（重大事

故等に対処するために必要な機能）を満

たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理

施設と共用することにより安全性が向上

し，かつ，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処

理施設に悪影響を及ぼさない場合には共

用できる設計とする。【◇1 】重大事故等

対処設備を共用する場合には，再処理施

設の重大事故等への対処を考慮した個数

及び容量を確保する。また，同時に発生

する再処理施設の重大事故等による環境

条件の影響について考慮する。◇1  

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要

因とする重大事故等に対処するものと外

的事象を要因とする重大事故等に対処す

るものについて，それぞれに常設のもの

と可搬型のものがあり，以下のとおり分

類する。◇1  

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故

等対処設備のうち常設のものをいう。ま

た，常設重大事故等対処設備であって耐

震重要施設に属する安全機能を有する施

設が有する機能を代替するものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備」，常設重

大事故等対処設備であって常設耐震重要

重大事故等対処設備以外のものを「常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設

重大事故等対処設備」という。◇1  

可搬型重大事故等対処設備は，重大事

故等対処設備のうち可搬型のものをい

う。◇1  

主要な重大事故等対処設備の設備分類

を添５第 28 表に示す。◇6  

また，主要な重大事故等対処設備の設

置場所及び保管場所を添５第 32 図に示

す。◇7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○51 (P15 へ) 

○52 (P1 へ) 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（3/65） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

重大事故等対処設備は，設計，材料の

選定，製作及び検査にあたっては，現行

国内法規に基づく規格及び基準によるも

のとするが，必要に応じて，使用実績が

あり，信頼性の高い国外規格及び基準に

よるものとする。重大事故等対処設備の

維持管理にあたっては，保安規定に基づ

く要領類に従い，施設管理計画における

保全プログラムを策定し，設備の維持管

理を行う。なお，重大事故等対処設備を

構成する設備，機器のうち，一般消耗品

又は設計上交換を想定している部品(安

全に係わる設計仕様に変更のないもの

で，特別な工事を要さないものに限

る。)及び通信連絡設備，安全避難通路

(照明設備)等の「原子力施設の保安のた

めの業務に係る品質管理に必要な体制の

基準に関する規則」で定める一般産業用

工業品については，適切な時期に交換を

行うことで設備の維持管理を行う。⑮ 

MOX 燃料加工施設は，重大事故に至る

おそれがある事故が発生した場合におい

て，重大事故の発生を防止するために，

また，重大事故が発生した場合において

も，重大事故の拡大を防止するため，及

び MOX 燃料加工施設を設置する事業所

(再処理事業所)外への放射性物質の異常

な水準の放出を防止するために，必要な

運用上の措置等を講ずることを保安規定

に定めて，管理する。① 

なお，重大事故等対処設備並びに核物

質防護及び保障措置の設備は，設備間に

おいて相互影響を考慮した設計とする。

① 

ために必要な系統を含む。①-7 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

・「一般消耗品又は設計上交換を想定している部品（安全に

係わる設計仕様に変更のないもので，特別な工事を要さない

ものに限る。）及び通信連絡設備，安全避難通路（照明設

備）等」については，一般産業工業品として維持管理を行う

対象を明確化した。

・「一般産業用工業品については，適切な時期に交換を行う

ことで設備の維持管理を行う」については， 「試験研究用等

原子炉施設及び核燃料施設に係る設計及び工事の計画の認可

の審査並びに使用前確認等の進め方について（令和 2 年 9月

30 日原子力規制庁）」を踏まえて記載した。 

【「等」の解説】 

「通信連絡設備，安全避難通路(照明設備)

等」とは一般産業用工業品を取り扱う設備

の総称として記載した。 

【許可からの変更点】 

必要な措置等については，保安規定に定め

て，管理することを明確にした。 

【許可から変更点】 

核物質防護及び保障措置の設備に対する考

慮事項を明確にした。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（4/65） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
三 想定される重大事故等が

発生した場合において可搬型

重大事故等対処設備を設置場

所に据え付け、及び常設設備

と接続することができるよ

う、線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定、設置

場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講ずること。

⑩ 

 

四 地震、津波その他の自然

現象又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズム

による影響、設計基準事故に

対処するための設備及び重大

事故等対処設備の配置その他

の条件を考慮した上で常設重

大事故等対処設備と異なる保

管場所に保管すること。④ 

 

五 想定される重大事故等が

発生した場合において、可搬

型重大事故等対処設備を運搬

し、又は他の設備の被害状況

を把握するため、工場等内の

道路及び通路が確保できるよ

う、適切な措置を講ずるこ

と。⑭ 

 

六 共通要因によって、設計

基準事故に対処するための設

備の安全機能又は常設重大事

故等対処設備の重大事故等に

対処するために必要な機能と

同時に可搬型重大事故等対処

設備の重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれ

るおそれがないよう、適切な

措置を講ずること。③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8.2.2   共通要因故障に対する考慮等 

(1) 共通要因故障に対する考慮 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，共通要因の特

性を踏まえた設計とする。共通要因とし

ては，重大事故等における条件，自然現

象，人為事象，周辺機器等からの影響及

び事業(変更)許可を受けた設計基準事故

において想定した条件より厳しい条件を

要因とした事象を考慮する。②-1，③-1 

 

 

 

 

 

 

共通要因のうち重大事故等における条

件については，想定される重大事故等が

発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重を考慮する。②-2，

③-2 

 

共通要因のうち自然現象として，地

震，津波，風(台風)，竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災及び塩害を選定す

る。自然現象による荷重の組合せについ

ては，地震，風(台風)，竜巻，積雪及び

火山の影響を考慮する。②-3，③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因のうち人為事象として，航空

機落下，有毒ガス，敷地内における化学

物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等

の火災及び爆発を選定する。故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムに

ついては，可搬型重大事故等対処設備に

ａ．共通要因故障に対する考慮等 

(ａ) 共通要因故障に対する考慮 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，共通要因の特

性を踏まえた設計とする。共通要因とし

ては，重大事故等における条件，自然現

象，人為事象及び周辺機器等からの影響

並びに「六．ロ．（ハ）（１）①重大事

故の発生を仮定する際の条件の設定及び

重大事故の発生を仮定する機器の特定」

に記載する設計基準事故において想定し

た条件より厳しい条件を要因とした事象

を考慮する。②-1，③-1 

 

 

 

共通要因のうち重大事故等における条

件については，想定される重大事故等が

発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重を考慮する。②-2，

③-2 

 

共通要因のうち自然現象として，地

震，津波，風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災及び塩害を選定す

る。自然現象による荷重の組合せについ

ては，地震，風（台風），積雪及び火山

の影響を考慮する。②-3，③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因のうち人為事象として，航空

機落下，有毒ガス，敷地内における化学

物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等

の火災，爆発を選定する。故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムにつ

いては，可搬型重大事故等対処設備によ

① 共通要因故障に対する考慮等 

ａ．共通要因故障に対する考慮 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，共通要因の特

性を踏まえた設計とする。共通要因とし

ては，重大事故等における条件，自然現

象，人為事象及び周辺機器等からの影響

並びに「添付書類七 ニ．（イ）重大事

故の発生を仮定する際の条件の設定及び

重大事故の発生を仮定する機器の特定」

に記載する設計基準事故において想定し

た条件より厳しい条件を要因とした事象

を考慮する。◇1  

 

 

 

共通要因のうち重大事故等における条

件については，想定される重大事故等が

発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重を考慮する。◇1  

 

 

共通要因のうち自然現象については，

地震，津波に加え，敷地及びその周辺で

の発生実績の有無に関わらず，国内外の

基準や文献等に基づき収集した洪水，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学

的事象，森林火災及び塩害等の事象を考

慮する。【◇10】その上で，これらの事象

のうち，敷地及びその周辺での発生の可

能性，重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，重大事故等対処設備に影

響を与えるおそれがある事象として，地

震，津波，風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災及び塩害を選定す

る。自然現象による荷重の組合せについ

ては，地震，風（台風），積雪及び火山

の影響を考慮する。◇1  

 

共通要因のうち人為事象については，

国内外の文献等から抽出し，さらに事業

許可基準規則の解釈第９条に示される飛

来物（航空機落下），有毒ガス，敷地内

における化学物質の漏えい，電磁的障

害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩

5.1.2 多様性、位置的分散等 

(1) 多重性又は多様性及び独立性 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，共通要因とし

て，環境条件，自然現象，発電所敷地又

はその周辺において想定される発電用原

子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為による

もの（以下「外部人為事象」とい

う。），溢水，火災及びサポート系の故

障を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所敷地で想定される自然現象とし

て，地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮を選定する。 

自然現象の組合せについては，地震，津

波（敷地に遡上する津波を含む。），風

（台風），積雪及び火山の影響を考慮す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部人為事象として，飛来物（航空機

落下），爆発，近隣工場等の火災，危険

物を搭載した車両，有毒ガス，船舶の衝

突，電磁的障害及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムを選定す

る。故意による大型航空機の衝突その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因

として考慮する事象

の違い。MOX 燃料加

工施設では，高潮は

考慮すべき自然現象

としていない（立地

的特徴）ため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「重大事故等における条件」

（発電炉の「環境条件」に相

当）を具体化したため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考

慮する事象の違い。MOX 燃料

加工施設では、立地的特徴か

ら津波の組み合わせは考慮し

ていないため。 
（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮す

る事象の違い。MOX 燃料加工施設

では，高温，塩害を考慮している

ため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因

として考慮する事象

の違い。MOX 燃料加

工施設では，立地的

特徴から船舶の衝突

は人為事象として選

定していないため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因とし

て考慮する事象の違い。

外的事象に対処する重大

事故等対処設備には電

力，空気，油及び冷却水

を供給する設備がないた

め。 

【「等」の解説】 

「周辺機器等」の指す内容は SA 設備，DB 設備，自主対

策設備などの総称であり，添付書類の中で明確にするた

め，許可の記載の通りとした。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

文章構成の適正化。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

外部衝撃条文で考慮している事象

を踏まえて，再整理した。（以下

同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

荷重として考慮する事象の違い。

MOX 燃料加工施設の設計上の考慮と

して，竜巻の荷重の組み合わせも

考慮しているため。 

【許可からの変更点】 

「近隣工場等」については事業許

可基準規則に基づく用語として許

可の記載のとおりとした。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

事業（変更）許可で設定したことが分かるよ

うに記載を適正化した。（以下同じ） 

9



別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（5/65） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よる対策を講ずることとする。②-4，③

-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因のうち周辺機器等からの影響

として地震，溢水，火災による波及的影

響及び内部発生飛散物を考慮する。②-

5，③-5 

 

共通要因のうち事業(変更)許可を受け

た設計基準事故において想定した条件よ

り厳しい条件を要因とした外的事象の地

震の影響を考慮する。②-6，③-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，共通要因

によって設計基準事故に対処するための

設備の安全機能と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，内的事象を要

る対策を講ずることとする。②-4，③-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因のうち周辺機器等からの影響

として，地震，溢水，火災による波及的

影響及び内部発生飛散物を考慮する。②

-5，③-5 

 

共通要因のうち「六．ロ．（ハ）

（１）①重大事故の発生を仮定する際の

条件の設定及び重大事故の発生を仮定す

る機器の特定」に記載する設計基準事故

において想定した条件より厳しい条件を

要因とした外的事象の地震の影響を考慮

する。②-6，③-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，共通要因

によって設計基準事故に対処するための

設備の安全機能と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，内的事象を要

壊，船舶の衝突及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムを考慮す

る。【◇10】その上で，これらの事象のう

ち，敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等対処設備に影響

を与えるおそれのある事象として，航空

機落下，有毒ガス，敷地内における化学

物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等

の火災，爆発を選定する。故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムにつ

いては，可搬型重大事故等対処設備によ

る対策を講ずることとする。◇1  

 

 

 

 

共通要因のうち周辺機器等からの影響

として地震，溢水，火災による波及的影

響及び内部発生飛散物を考慮する。◇1  

 

 

共通要因のうち「添付書類七 ニ．

（イ）重大事故の発生を仮定する際の条

件の設定及び重大事故の発生を仮定する

機器の特定」に記載する設計基準事故に

おいて想定した条件より厳しい条件を要

因とした外的事象の地震の影響を考慮す

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，共通要因

によって設計基準事故に対処するための

設備の安全機能と同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，内的事象を要

のテロリズムについては，可搬型重大事

故等対処設備による対策を講じることと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続口から建屋内に水又は電力を供給

する経路については，常設重大事故等対

処設備として設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋等については，地震，津波（敷地

に遡上する津波を含む。），火災及び外

部からの衝撃による損傷を防止できる設

計とする。 

重大事故緩和設備についても，共通要

因の特性を踏まえ，可能な限り多様性を

確保し，位置的分散を図ることを考慮す

る。 

 

a. 常設重大事故等対処設備 

 常設重大事故防止設備は，設計基準事

故対処設備並びに使用済燃料プールの冷

却設備及び注水設備（以下「設計基準事

故対処設備等」という。）の安全機能と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針の違い。MOX 燃

料加工施設の重大事故等の対処において

は接続口から水又は電力の供給する必要

のない設計としているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故緩和設備は，発電炉とは異なり

事業許可基準規則において定義されてい

ない設備であり，MOX 燃料加工施設では重

大事故等に対処するための設備は全て常

設重大事故等対処設備又は可搬型重大事

故等対処設備として整理しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮する事象

の違い。MOX 燃料加工施設では，周辺機器

等からの影響を考慮しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮する事象の違

い。MOX 燃料加工施設特有の設計上の考慮と

して，「設計基準事故において想定した条件

より厳しい条件を要因とした事象」を設計上

考慮する必要があるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の技術基準規則と加工施設

の技術基準規則の要求が異なるた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

建屋等に設置又は保管する重大事故等対処設備

が必要な機能を発揮するための前提となる設計

であるため，「8.2.4 環境条件等」において記

載する。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（6/65） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因とする重大事故等に対処するものと外

的事象を要因とする重大事故等に対処す

るものそれぞれに対して想定される重大

事故等が発生した場合における環境条件

に対して健全性を確保することにより，

信頼性が十分に高い設計とする。【②-

7】 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で

修理の対応を行うこと，関連する工程の

停止等又はこれらを適切に組み合わせる

ことにより，機能を損なわない設計とす

る。代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理の

対応を行うこと，関連する工程を停止す

ること等については，保安規定に定め

て，管理する。その他の常設重大事故等

対処設備についても，可能な限り多様

性，独立性，位置的分散を考慮した設計

とする。②-8 

なお，事業(変更)許可を受けたとおり，

MOX 燃料加工施設で発生する重大事故

は，「核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失」のみであり，また核燃料物質等を

閉じ込める機能の喪失の事象であるグロ

ーブボックス内での火災により MOX 粉末

等の集積等が発生することはなく臨界事

故への連鎖は想定されないことから，同

時に又は連鎖して発生する可能性のない

事故の間での重大事故等対処設備の共用

は行わない設計とする。②-9 

 

 

 

重大事故等における条件に対して常設

重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能を確実に発揮できる設計とする。

②-10 

 

 

 

 

 

 

 

因とする重大事故等に対処するものと外

的事象を要因とする重大事故等に対処す

るものそれぞれに対して想定される重大

事故等が発生した場合における環境条件

に対して健全性を確保することにより，

信頼性が十分に高い設計とする。【②-

7】 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で

修理の対応を行うこと，関連する工程の

停止等又はこれらを適切に組み合わせる

ことにより，その機能を確保する設計と

する。その他の常設重大事故等対処設備

についても，可能な限り多様性，独立

性，位置的分散を考慮した設計とする。

②-8 

 

 

 

 

なお，「六．ロ．（ハ）（２）③重大事

故が同時に又は連鎖して発生した場合の

対処」に示すとおり，ＭＯＸ燃料加工施

設での重大事故は，「核燃料物質等を閉

じ込める機能の喪失」のみであり，同時

に又は連鎖して発生する可能性のない事

故の間での重大事故等対処設備の共用は

行わない。②-9 

 

 

 

 

 

 

重大事故等における条件に対して常設

重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能を確実に発揮できる設計とする。 

②-10 

 

 

 

 

 

 

 

因とする重大事故等に対処するものと外

的事象を要因とする重大事故等に対処す

るものそれぞれに対して想定される重大

事故等が発生した場合における環境条件

に対して健全性を確保することにより，

信頼性が十分に高い設計とする。◇1  

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で

修理の対応を行うこと，関連する工程の

停止等又はこれらを適切に組み合わせる

ことにより，その機能を確保する設計と

する。その他の常設重大事故等対処設備

についても，可能な限り多様性，独立

性，位置的分散を考慮した設計とする。

◇1  

 

 

 

 

 

なお，「添付書類七 ホ．（ロ）（５）

重大事故が同時に又は連鎖した場合の対

処」に示すとおり，ＭＯＸ燃料加工施設

での重大事故は，「核燃料物質等を閉じ

込める機能の喪失」のみであり，同時に

又は連鎖して発生する可能性のない事故

の間での重大事故等対処設備の共用は行

わない。◇1  

 

 

 

 

重大事故等における条件に対して常設

重大事故等対処設備は，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能を確実に発揮できる設計とする。

【◇1 】重大事故等における条件に対する

健全性については，「イ.（ハ）（１）

③環境条件等」に記載する。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，共通要因の特

性を踏まえ，可能な限り多様性，独立

性，位置的分散を考慮して適切な措置を

講じる設計とする。 

 ただし，常設重大事故防止設備のう

ち，計装設備について，重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラ

メータの計測が困難となった場合に，当

該パラメータを推定するために必要なパ

ラメータと異なる物理量又は測定原理と

する等，重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータに対して

可能な限り多様性を有する方法により計

測できる設計とするとともに，可能な限

り位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件に対しては，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，常設重大事故防止設備がその機能を

確実に発揮できる設計とする。 

 

 

重大事故等時の環境条件における健全

性については「5.1.5  環境条件等」に

基づく設計とする。 

風（台風）及び竜巻のうち風荷重，凍

結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁

的障害に対して常設重大事故防止設備

は，環境条件にて考慮し機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設では，

重大事故等に対処する

ために監視することが

必要なパラメータの計

測が困難となった場合

には可搬型設備で対応

することを基本として

おり，常設設備で主に

対応する発電炉と方針

が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件に対して機能を損なわ

ないことは「8.2.4 環境条件

等」にて具体化しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い。MOX 燃

料加工施設では内的事象を要因と

して発生する重大事故等に対処す

る設備に対して設計方針を定めて

いるため。 

【「等」の解説】 

「関連する工程停止等」が指す

具体的な内容には，全送排風機

の停止や全工程の停止及び火災

源を有する機器の動力電源の遮

断の状態確認(又は，停止等の

操作)も含んでおり，保安規定

に基づき策定する手順書におい

て明確化するため，基本設計方

針では等のままとした。（以下

同じ） 

【許可からの変更点】 

語尾の統一化。（以下同じ） 

㉝(P8 へ) 

【許可からの変更点】 

保安規定に定める運用であることを明確化。

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

語尾の統一化。（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

事業（変更）許可で設定した

ことが分かるように記載を適

正化した。（以下同じ） 

【等の解説】 

「MOX 粉末等の集積等」とは，臨界事故へ

至る可能性がある事象の総称であることか

ら，等のままとした。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（7/65） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，「2. 地

盤」に基づく地盤に設置し，地震，津波

及び火災に対しては，「3.1 地震によ

る損傷の防止」，「3.2 津波による損

傷の防止」及び「5. 火災等による損傷

の防止」に基づく設計とする。②-11 

 

 

事業(変更)許可を受けた設計基準事故

において想定した条件より厳しい条件を

要因とした外的事象の地震に対して，地

震を要因とする重大事故等に対処するた

めに重大事故等時に機能を期待する常設

重大事故等対処設備は，「8.2.6 地震

を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とする。②-12 

 

 

 

 

 

また，溢水及び火災に対して常設重大事

故等対処設備は，設計基準事故に対処す

るための設備の安全機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，健全

性を確保する設計とする。②-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，風(台

風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷

地内における化学物質の漏えい，電磁的

障害，近隣工場等の火災及び爆発に対す

る健全性を確保する設計とする。②-14 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，「イ．

（イ）敷地の面積及び形状」に基づく地

盤に設置し，地震，津波及び火災に対し

て常設重大事故等対処設備は，「ロ．

（ホ）（２）重大事故等対処施設の耐震

設計」，「ロ．（ヘ）耐津波構造」及び

「ロ．（ニ）（２）重大事故等対処施設

の火災及び爆発の防止」に基づく設計と

する。【②-11】また，設計基準事故に

おいて想定した条件より厳しい条件を要

因とした外的事象の地震に対して，地震

を要因とする重大事故等に対処するため

に重大事故等時に機能を期待する常設重

大事故等対処設備は，「ロ．（ト）

（２）②ｅ．地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とする。②-12 

 

 

 

 

また，溢水，火災に対して常設重大事故

等対処設備は，設計基準事故に対処する

ための設備の安全機能と同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，健全性

を確保する設計とする。②-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷

地内における化学物質の漏えい，電磁的

障害，近隣工場等の火災，爆発に対する

健全性を確保する設計とする。②-14 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，「添付書

類三 ロ．（ヘ）基礎地盤及び周辺斜面

の安定性評価」に基づく地盤に設置し，

地震，津波及び火災に対しては，「イ．

（ロ）（５）②重大事故等対処施設の耐

震設計」，「イ．（ロ）（６）津波によ

る損傷の防止」及び「イ．(ロ)（４）①

ｂ．重大事故等対処施設に対する火災及

び爆発の防止に関する設計」に基づく設

計とする。また，設計基準事故において

想定した条件より厳しい条件を要因とし

た外的事象の地震に対して，地震を要因

とする重大事故等に対処する常設重大事

故等対処設備は，「イ.（ハ）（１）⑤

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とする。

【◇1 】地震，津波，火災に対する健全性

については，「イ.（ハ）（１）③環境

条件等」に記載する。◇5  

 

 

また，溢水，火災に対して常設重大事故

等対処設備は，設計基準事故に対処する

ための設備の安全機能と同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，健全性

を確保する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷

地内における化学物質の漏えい，電磁的

障害，近隣工場等の火災，爆発に対する

健全性については，「イ.（ハ）（１）

③環境条件等」に記載する。◇5  

 

 

 

 

 

常設重大事故防止設備は，「1. 地盤

等」に基づく地盤に設置するとともに，

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）及び火災に対して，「2.1 地震

による損傷の防止」，「2.2 津波によ

る損傷の防止」及び「3.1 火災による

損傷の防止」に基づく設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水に対しては，可能な限り多様性を

有し，位置的分散を図ることで，想定す

る溢水水位に対して同時に機能を損なう

ことのない設計とする。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），溢水及び火災に対して常設重大

事故防止設備は，設計基準事故対処設備

等と同時に機能を損なうおそれがないよ

うに，可能な限り設計基準事故対処設備

等と位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事

象，森林火災，爆発，近隣工場等の火

災，危険物を搭載した車両，有毒ガス及

び船舶の衝突に対して，常設重大事故防

止設備は，外部からの衝撃による損傷の

防止が図られた建屋等内に設置するか，

又は設計基準事故対処設備等と同時に機

能が損なわれないように，設計基準事故

対処設備等と位置的分散を図り，屋外に

設置する。 

落雷に対して常設代替交流電源設備

は，避雷設備等により防護する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針の違

い。MOX 燃料加工施設では，位

置的分散ではなく健全性を確保

する設計方針としているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針の違い。MOX 燃

料加工施設では，立地的特徴から「船舶の

衝突」を人為事象として選定しておらず，

設計上考慮する必要がないため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

落雷に対する避雷設

備等の対策は「8.2.4

環境条件等」にて具

体化しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮

する事象の違い。MOX 燃料加工

施設特有の設計上の考慮とし

て，「設計基準事故において想

定した条件より厳しい条件の要

因となる事象」を設計上考慮し

ているため。 

【許可からの変更点】 

設工認の章構成に合わせて引用

先を変更。（以下同じ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針の違

い。MOX 燃料加工施設では，位

置的分散ではなく健全性を確保

する設計方針としているため。 
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周辺機器等からの影響のうち内部発生

飛散物に対して，回転羽の損壊により飛

散物を発生させる回転機器について回転

体の飛散を防止する設計とし，常設重大

事故等対処設備が機能を損なわない設計

とする。②-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 環境条件に対する健全性については，

「8.2.4 環境条件等」に基づく設計と

する。②-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響のうち内部発生

飛散物に対して，回転羽の損壊により飛

散物を発生させる回転機器について回転

体の飛散を防止する設計とし，常設重大

事故等対処設備が機能を損なわない設計

とする。②-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件に対する健全性については，

「ロ．(ト)(２)②ｃ．環境条件等」に記

載する。②-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響について，地震

に対して常設重大事故等対処設備は，当

該設備周辺の機器等からの波及的影響に

よって機能を損なわない設計とする。ま

た，当該設備周辺の資機材の落下，転倒

による損傷を考慮して，当該設備周辺の

資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措

置を行う。内部発生飛散物に対して常設

重大事故等対処設備は，当該設備周辺機

器の回転羽の損壊により飛散物を発生さ

せる回転機器について回転体の飛散を防

止する設計とする。または，設計基準事

故に対処するための設備の安全機能と同

時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，位置的分散を図る。【◇3 】内部発

生飛散物に対する健全性については，

「イ.（ハ）（１）③環境条件等」に記

載する。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物

に対して屋外の常設重大事故防止設備

は，侵入防止対策により重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるお

それのない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時の環境条件における健全

性については「5.1.5  環境条件等」に

基づく設計とする。 

 

 

 

 

生物学的事象のうちクラゲ等の海生生

物からの影響を受けるおそれのある常設

重大事故防止設備は，侵入防止対策によ

り重大事故等に対処するための必要な機

能が損なわれるおそれのない設計とす

る。 

 

高潮に対して常設重大事故防止設備

（非常用取水設備を除く。）は，高潮の

影響を受けない敷地高さに設置する。 

 

飛来物（航空機落下）に対して常設重

大事故防止設備は，設計基準事故対処設

備等と同時にその機能が損なわれないよ

うに，設計基準事故対処設備等と位置的

分散を図り設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮

する事象の違い。MOX 燃料加工

施設では，高潮は考慮すべき自

然現象としていない（立地的特

徴）ことから，設計上考慮する

必要がないため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考

慮する事象の違い。MOX 燃料

加工施設では，周辺機器等か

らの影響を考慮しているた

め。 

㉝(P6 から) 

㊶(P27 へ) 

㊷(P36 へ) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針の違

い。MOX 燃料加工施設では，位

置的分散ではなく健全性を確保

する設計方針としているため。 
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b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要

因によって設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能又は常設重大事故等対

処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう内的事象を要因とする

重大事故等に対処するものと外的事象を

要因とする重大事故等に対処するものそ

れぞれに対して想定される重大事故等が

発生した場合における環境条件に対して

健全性を確保すること，位置的分散を図

ることにより信頼性が十分に高い設計と

する。その他の可搬型重大事故等対処設

備についても，可能な限り多様性，独立

性，位置的分散を考慮した設計とする。

③-7 

 

なお，事業(変更)許可を受けたとおり，

MOX 燃料加工施設で発生する重大事故

は，「核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失」のみであり，また核燃料物質等を

閉じ込める機能の喪失の事象であるグロ

ーブボックス内での火災により MOX 粉末

等の集積等が発生することはなく臨界事

故への連鎖は想定されないことから，同

時に又は連鎖して発生する可能性のない

事故の間での重大事故等対処設備の共用

は行わない設計とする。③-8 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，

津波，その他の自然現象又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズム，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要

因によって設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能又は常設重大事故等対

処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう内的事象を要因とする

重大事故等に対処するものと外的事象を

要因とする重大事故等に対処するものそ

れぞれに対して想定される重大事故等が

発生した場合における環境条件に対して

健全性を確保すること，位置的分散を図

ることにより信頼性が十分に高い設計と

する。その他の可搬型重大事故等対処設

備についても，可能な限り多様性，独立

性，位置的分散を考慮した設計とする。

【③-7】 

 

なお，「六．ロ．（ハ）（２）③重大事

故が同時に又は連鎖して発生した場合の

対処」に示すとおり，ＭＯＸ燃料加工施

設での重大事故は，「核燃料物質等を閉

じ込める機能の喪失」のみであり，同時

に又は連鎖して発生する可能性のない事

故の間での重大事故等対処設備の共用は

行わない。③-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，

津波，その他の自然現象又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズム，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要

因によって設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能又は常設重大事故等対

処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう内的事象を要因とする

重大事故等に対処するものと外的事象を

要因とする重大事故等に対処するものそ

れぞれに対して想定される重大事故等が

発生した場合における環境条件に対して

健全性を確保すること，位置的分散を図

ることにより信頼性が十分に高い設計と

する。その他の可搬型重大事故等対処設

備についても，可能な限り多様性，独立

性，位置的分散を考慮した設計とする。

【◇1 】 

 

なお，「添付書類七 ホ．（ロ）（５）

重大事故が同時に又は連鎖した場合の対

処」に示すとおり，ＭＯＸ燃料加工施設

での重大事故は，「核燃料物質等を閉じ

込める機能の喪失」のみであり，同時に

又は連鎖して発生する可能性のない事故

の間での重大事故等対処設備の共用は行

わない。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，

津波，その他の自然現象又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズム，

常設重大事故緩和設備についても，共

通要因の特性を踏まえ，可能な限り上記

を考慮して多様性，位置的分散を図る設

計とする。 

サポート系の故障に対しては，系統又

は機器に供給される電力，空気，油及び

冷却水を考慮し，常設重大事故防止設備

は設計基準事故対処設備等と異なる駆動

源，冷却源を用いる設計，又は駆動源，

冷却源が同じ場合は別の手段が可能な設

計とする。また，常設重大事故防止設備

は設計基準事故対処設備等と可能な限り

異なる水源をもつ設計とする。 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準

事故対処設備等又は常設重大事故防止設

備と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，共通要因

の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独

立性，位置的分散を考慮して適切な措置

を講じる設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻のうち風荷重に対して，外

部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建屋等内に保管するか，又は設計基準

事故対処設備等及び常設重大事故等対処

設備と同時に機能が損なわれないよう

に，設計基準事故対処設備等の配置も含

めて常設重大事故等対処設備と位置的分

散を図り，屋外に保管する設計とし，凍

結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁

的障害に対しては，環境条件にて考慮し

機能が損なわれない設計とする。 

 

 

飛来物（航空機落下）及び故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムに

対して，屋内の可搬型重大事故等対処設

備は，可能な限り設計基準事故対処設備

等の配置も含めて常設重大事故等対処設

備と位置的分散を図り複数箇所に分散し

て保管する設計とする。 

 

 

 

 

また，可搬型重大事故等対処設備は，

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），その他自然現象又は故意による

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故緩和設備は，発電炉とは

異なり事業許可基準規則において

定義されていない設備であり，

MOX 燃料加工施設では重大事故等

に対処するための設備は全て常設

重大事故等対処設備又は可搬型重

大事故等対処設備として整理して

いるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

外的事象に対処する

重大事故等対処設備

には電力，空気，油

及び冷却水を供給す

る設備がないため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針の違い。

MOX 燃料加工施設では，内的事象を

要因とする重大事故等に対処するも

のと外的事象を要因する重大事故等

に対処するものそれぞれに対して設

計上の考慮を講じるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設特有の重

大事故事象であるため。 

㊾(P12 から) 

㊿(P10 から) 
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設計基準事故に対処するための設備及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件

を考慮した上で常設重大事故等対処設備

と異なる保管場所に保管する設計とす

る。④-1 

重大事故等における条件に対して可搬

型重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合における温度，

圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，

その機能を確実に発揮できる設計とす

る。③-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，「2. 地盤」に基づく地盤に設

置された建屋等に位置的分散することに

より，設計基準事故に対処するための設

備の安全機能又は常設重大事故等対処設

備の重大事故等に対処するために必要な

機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように保管する設計とする。③

-10 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，「3.1 地震による損傷の防止」

に示す地震により，転倒しないことを確

認する，又は必要により固縛等の措置を

設計基準事故に対処するための設備及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件

を考慮した上で常設重大事故等対処設備

と異なる保管場所に保管する設計とす

る。④-1 

重大事故等における条件に対して可搬

型重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合における温度，

圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，

その機能を確実に発揮できる設計とす

る。③-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，「イ．（イ）敷地の面積及び形

状」に基づく地盤に設置された建屋等に

位置的分散することにより，設計基準事

故に対処するための設備の安全機能又は

常設重大事故等対処設備の重大事故等に

対処するために必要な機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないように保

管する設計とする。③-10 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，転倒しないことを確認する，又は

必要により固縛等の措置をするととも

に，「ロ．（ホ）（２）重大事故等対処

設計基準事故に対処するための設備及び

重大事故等対処設備の配置その他の条件

を考慮した上で常設重大事故等対処設備

と異なる保管場所に保管する設計とす

る。◇1  

重大事故等における条件に対して可搬

型重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合における温度，

圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，

その機能を確実に発揮できる設計とす

る。【◇1 】重大事故等時における条件に

対する健全性については，「イ.（ハ）

（１）③環境条件等」に記載する。◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，「添付書類三 ロ．（ヘ）基礎

地盤及び周辺斜面の安定性評価」に基づ

く地盤に設置する燃料加工建屋，第１保

管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊

急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及

び洞道に位置的分散することにより，設

計基準事故に対処するための設備の安全

機能又は常設重大事故等対処設備の重大

事故等に対処するために必要な機能と同

時にその機能が損なわれるおそれがない

ように保管する設計とする。◇9  

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，転倒しないことを確認する，又は

必要により固縛等の措置をするととも

に，「イ．（ロ）（５）②重大事故等対

大型航空機の衝突その他のテロリズム，

設計基準事故対処設備等及び重大事故等

対処設備の配置その他の条件を考慮した

上で常設重大事故等対処設備と異なる保

管場所に保管する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，可搬型重大事故等対処設備がその機

能を確実に発揮できる設計とする。 

 

 

重大事故等時の環境条件における健全

性については「5.1.5 環境条件等」に

基づく設計とする。 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻のうち風荷重に対して，外

部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建屋等内に保管するか，又は設計基準

事故対処設備等及び常設重大事故等対処

設備と同時に機能が損なわれないよう

に，設計基準事故対処設備等の配置も含

めて常設重大事故等対処設備と位置的分

散を図り，屋外に保管する設計とし，凍

結，降水，積雪，火山の影響並びに電磁

的障害に対しては，環境条件にて考慮し

機能が損なわれない設計とする。 

 

 

地震に対して，屋内の可搬型重大事故

等対処設備は，「1. 地盤等」に基づく

地盤に設置された建屋内に保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，

転倒しないことを確認する，又は必要に

より固縛等の処置をするとともに，地震

により生ずる敷地下斜面のすべり，液状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊿(P9 へ) 

㉞(P13 へ) 

【「等」の解説】 

「固縛等」が指す具体的な内容

は設備によって異なり，添付書

類において明確化するため，基

本設計方針では等のままとし

た。（以下同じ） 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（11/65） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するとともに，「3.1 地震による損傷

の防止」の地震により生ずる敷地下斜面

のすべり，液状化又は揺すり込みによる

不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支

持力の不足，地中埋設構造物の損壊等に

より必要な機能を喪失しない複数の保管

場所に位置的分散することにより，設計

基準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事

故等に対処するために必要な機能と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに保管する設計とする。③-11 

 

 

 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準

事故において想定した条件より厳しい条

件を要因とした外的事象の地震に対し

て，地震を要因とする重大事故等に対処

するために重大事故等時に機能を期待す

る可搬型重大事故等対処設備は，

「8.2.6 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とする。 

津波に対して，可搬型重大事故等対処

設備の保管場所については，「3.2 津

波による損傷の防止」に示す津波による

影響を受けない位置に設置する設計とす

る。 

また，可搬型重大事故等対処設備の据

付けは，津波による影響を受けるおそれ

のない場所を選定することとし，使用時

に津波による影響を受けるおそれのある

場所に据付ける場合は，津波に対して重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設

備は，「5. 火災等による損傷の防止」

に基づく設計とするとともに，「8.2.7 

可搬型重大事故等対処設備の内部火災に

対する防護方針」に基づく火災防護を行

う設計とする。③-12 

 

溢水，火災及び内部発生飛散物に対して

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準

事故に対処するための設備の安全機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事故等

に対処するために必要な機能と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，

位置的分散を図る設計とする。③-13 

 

施設の耐震設計」の地震により生ずる敷

地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込

みによる不等沈下，傾斜及び浮き上が

り，地盤支持力の不足，地中埋設構造物

の損壊等により必要な機能を喪失しない

複数の保管場所に位置的分散することに

より，設計基準事故に対処するための設

備の安全機能又は常設重大事故等対処設

備の重大事故等に対処するために必要な

機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように保管する設計とする。③

-11 

 

 

 

また，設計基準事故において想定した条

件より厳しい条件を要因とした外的事象

の地震に対して，地震を要因とする重大

事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する可搬型重大事故等対処設

備は，「ロ．（ト）（２）②ｅ．地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とする。津波に対

して可搬型重大事故等対処設備は，

「ロ．（ヘ）耐津波構造」に基づく津波

による損傷を防止した設計とする。火災

に対して可搬型重大事故等対処設備は,

「ロ．（ト）（２）②ｆ．可搬型重大事

故等対処設備の内部火災に対する防護方

針」に基づく火災防護を行う。③-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水，火災，内部発生飛散物に対して可

搬型重大事故等対処設備は，設計基準事

故に対処するための設備の安全機能又は

常設重大事故等対処設備の重大事故等に

対処するために必要な機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，位

置的分散を図る。③-13 

 

処施設の耐震設計」の地震により生ずる

敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上が

り，地盤支持力の不足，地中埋設構造物

の損壊等の影響を受けない複数の保管場

所に位置的分散することにより，設計基

準事故に対処するための設備の安全機能

又は常設重大事故等対処設備の重大事故

等に対処するために必要な機能と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう

に保管する設計とする。◇1  

 

 

 

 

また，設計基準事故において想定した条

件より厳しい条件を要因とした外的事象

の地震に対して，地震を要因とする重大

事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する可搬型重大事故等対処設

備は，「イ.（ハ）（１）⑤地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とする。津波に対して

可搬型重大事故等対処設備は，「イ．

（ロ）（６）津波による損傷の防止」に

基づく津波による損傷を防止した設計と

する。火災に対して可搬型重大事故等対

処設備は，「イ.（ハ）（１）⑥可搬型

重大事故等対処設備の内部火災に対する

防護方針」に基づく火災防護を行う。 

◇1  

 

 

地震，津波，火災，溢水，内部発生飛

散物に対する健全性については，「イ.

（ハ）（１）③環境条件等」に記載す

る。◇5  

 

 

 

溢水，火災，内部発生飛散物に対して可

搬型重大事故等対処設備は，設計基準事

故に対処するための設備の安全機能又は

常設重大事故等対処設備の重大事故等に

対処するために必要な機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，位

置的分散を図る。◇1  

 

 

 

 

化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜

及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地

中埋設構造物の損壊等の影響により必要

な機能を喪失しない位置に保管する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震及び津波（敷地に遡上する津波を

含む。）に対して可搬型重大事故等対処

設備は，「2.1 地震による損傷の防

止」及び「2.2 津波による損傷の防

止」にて考慮された設計とする。 

 

 

 

 

 

火災に対して可搬型重大事故等対処設

備は，「3.1 火災による損傷の防止」

に基づく火災防護を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備に期待する機能に

ついては，溢水影響を受けて設計基準事

故対処設備等と同時に機能を損なうおそ

れがないよう，被水及び蒸気影響に対し

ては可能な限り設計基準事故対処設備等

と位置的分散を図り，没水の影響に対し

ては溢水水位を考慮した位置に設置又は

保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮する

事象の違い。MOX 燃料加工施設で

は，「内部発生飛散物」を考慮して

いるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

溢水には，被水，蒸気

の影響，没水が全て含

まれ，「被水、蒸気の

影響」に対しては位置

的分散，没水に対して

は溢水水位を考慮した

位置への設置(高さ方

向への位置的分散）と

整理しているため。 

【「等」の解説】 

「地中埋設構造物の損壊等」の

指す内容は周辺構造物の倒壊，

周辺タンク等の損壊，周辺斜面

の崩壊，敷地下斜面のすべり，

液状化及び揺すり込みによる不

等沈下・傾斜，液状化に伴う浮

き上がり，地盤支持力の不足，

地中埋設構造物の損壊であり，

これらの総称として当該箇所で

は許可の記載を用いた。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として

考慮する事象の違い。MOX

燃料加工施設では「設計基

準より厳しい条件の要因と

なる外的事象のうち地震」

を考慮しているため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

火災に対しては「8.2.7 可搬型重大

事故等対処設備の内部火災に対する

防護方針」に基づく設計とする。 

【許可からの変更点】 

可搬型重大事故等対処設備の

津波に対する設計の考え方

（保管場所，使用時の据付）

について明確化した。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（12/65） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象，森林火災，塩害，航空機落下，

有毒ガス，敷地内における化学物質の漏

えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及

び爆発に対して，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建屋等内に保管

し，かつ，設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能又は常設重大事故等対

処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，設計基準事故に対処

するための設備又は常設重大事故等対処

設備を設置する場所と異なる場所に保管

する設計とする。③-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災，塩害，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物質

の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火

災，爆発に対して，外部からの衝撃によ

る損傷の防止が図られた建屋等内に保管

し，かつ，設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能又は常設重大事故等対

処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，設計基準事故に対処

するための設備又は常設重大事故等対処

設備を設置する場所と異なる場所に保管

する設計とする。③-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災，塩害，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物質

の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火

災，爆発に対して，外部からの衝撃によ

る損傷の防止が図られた建屋等内に保管

し，かつ，設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能又は常設重大事故等対

処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，設計基準事故に対処

するための設備又は常設重大事故等対処

設備を設置する場所と異なる場所に保管

する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），溢水及び火災に対して可搬型重

大事故等対処設備は，設計基準事故対処

設備等及び常設重大事故等対処設備と同

時に機能を損なうおそれがないように，

設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を

図り，複数箇所に分散して保管する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事

象，森林火災，爆発，近隣工場等の火

災，危険物を搭載した車両，有毒ガス及

び船舶の衝突に対して，可搬型重大事故

等対処設備は，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建屋等内に保管する

か，又は設計基準事故対処設備等及び常

設重大事故等対処設備と同時に必要な機

能を損なうおそれがないように，設計基

準事故対処設備等の配置も含めて常設重

大事故等対処設備と位置的分散を図り，

防火帯の内側の複数箇所に分散して保管

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 クラゲ等の海生生物の影響を受けるお

それのある屋外の可搬型重大事故等対処

設備は，予備を有する設計とする。 

高潮に対して可搬型重大事故等対処設

備は，高潮の影響を受けない敷地高さに

保管する設計とする。 

 

飛来物（航空機落下）及び故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムに

対して，屋内の可搬型重大事故等対処設

備は，可能な限り設計基準事故対処設備

等の配置も含めて常設重大事故等対処設

備と位置的分散を図り複数箇所に分散し

て保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮す

る事象の違い。MOX 燃料加工施設

では，高潮は考慮すべき自然現象

としていない（立地的特徴）こと

から，設計上考慮する必要がない

ため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設では，可搬型重大事故等

対処設備が機能を損なわないための措置

（予備）については「8.2.4  環境条件

等」に記載しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

防火帯の内側へ保管する方針について

は，「8.2.4 環境条件等」(⑧-54、

P35)に記載しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因として考慮

する事象の違い。MOX 燃料加工

施設では，凍結，高温，降水，

積雪，火山の影響，塩害，航空

機落下を考慮しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因故障の要因と

して考慮する事象の違

い。MOX 燃料加工施設

では，立地的特徴から

「船舶の衝突」を人為

事象として選定してお

らず、設計上考慮する

必要がないため。 

㊾(P9 へ) 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

地震については③-10（P9），溢水については③-

13(P10)にそれぞれ記載。津波（敷地に遡上する津波を

含む。）と火災に対しては，設計上の考慮の違いにより

記載が異なる。 

・津波に対しては，③-12（P10）のとおり，影響を受け

ない場所に保管する。 

・火災に対しては「8.2.7 可搬型重大事故等対処設備の

内部火災に対する防護方針」に基づく設計とする。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（13/65） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，自然現象，人為事象及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対して，設計基準事故に対処するた

めの設備の安全機能又は常設重大事故等

対処設備の重大事故等に対処するために

必要な機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，設計基準事故に対

処するための設備又は常設重大事故等対

処設備を設置する建屋の外壁から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した場所に保管す

るとともに異なる場所にも保管すること

で位置的分散を図る設計とする。④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象，森林火災，塩害，航空機落下，

有毒ガス，敷地内における化学物質の漏

えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及

び爆発に対して健全性を確保する設計と

する。③-15 

 

 

 

環境条件に対する健全性については，

「8.2.4 環境条件等」に基づく設計と

する。③-16 

 

 

c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重

大事故等対処設備の接続口 

MOX 燃料加工施設における重大事故等

の対処においては，建屋等の外から可搬

型重大事故等対処設備を常設重大事故等

対処設備に接続して水又は電力を供給す

る必要のない設計とする。⑤-1 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，自然現象，人為事象及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対して，設計基準事故に対処するた

めの設備の安全機能又は常設重大事故等

対処設備の重大事故等に対処するために

必要な機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，設計基準事故に対

処するための設備又は常設重大事故等対

処設備を設置する建屋の外壁から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した場所に保管す

るとともに異なる場所にも保管すること

で位置的分散を図る。④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象，森林火災，塩害，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物質

の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火

災，爆発に対して健全性を確保する設計

とする。③-15 

 

 

 

環境条件に対する健全性については，

「ロ．(ト)(2)②ｃ．環境条件等」に記

載する。③-16 

 

 

ⅲ．可搬型重大事故等対処設備と常設重

大事故等対処設備の接続口 

ＭＯＸ燃料加工施設における重大事故

等の対処においては，建屋等の外から可

搬型重大事故等対処設備を常設重大事故

等対処設備に接続して水又は電力を供給

する必要のない設計とする。⑤-1 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，自然現象，人為事象及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対して，設計基準事故に対処するた

めの設備の安全機能又は常設重大事故等

対処設備の重大事故等に対処するために

必要な機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，設計基準事故に対

処するための設備又は常設重大事故等対

処設備を設置する建屋の外壁から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した場所に保管す

るとともに異なる場所にも保管すること

で位置的分散を図る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備を保管する外

部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建屋等及び屋外に保管する可搬型重大

事故等対処設備に対する健全性について

は，「イ.（ハ）（１）③環境条件等」

に記載する。◇5  

 

 

(ｃ) 可搬型重大事故等対処設備と常

設重大事故等対処設備の接続口 

ＭＯＸ燃料加工施設における重大事故

等の対処においては，建屋等の外から可

搬型重大事故等対処設備を常設重大事故

等対処設備に接続して水又は電力を供給

する必要のない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 屋外に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，原子炉建屋，常設代替高圧電源

装置置場，常設低圧代替注水系ポンプ

室，格納容器圧力逃がし装置格納槽，緊

急用海水ポンプピット，海水ポンプエリ

アから 100 m 以上の離隔距離を確保する

とともに，当該可搬型重大事故等対処設

備がその機能を代替する屋外の設計基準

事故対処設備等及び常設重大事故等対処

設備から 100 m 以上の離隔距離を確保し

た上で，複数箇所に分散して保管する設

計とする。 

 

 

サポート系の故障に対しては，系統又は

機器に供給される電力，空気，油及び冷

却水を考慮し，可搬型重大事故防止設備

は，設計基準事故対処設備等又は常設重

大事故防止設備と異なる駆動源，冷却源

を用いる設計とするか，駆動源，冷却源

が同じ場合は別の手段が可能な設計とす

る。また，水源についても可能な限り，

異なる水源を用いる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時の環境条件における健全

性については「5.1.5 環境条件等」に

基づく設計とする。 

 

 

c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重

大事故等対処設備の接続口 

原子炉建屋の外から水又は電力を供給

する可搬型重大事故等対処設備と常設設

備との接続口は，共通要因によって接続

することができなくなることを防止する

ため，それぞれ互いに異なる複数の場所

に設置する設計とする。 

環境条件に対しては，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，放

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

外的事象に対処する重大事故

等対処設備には電力，空気，

油及び冷却水を供給する設備

がないため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針の

違い。MOX 燃料加工施設で

は，可搬型重大事故等対処設

備と常設重大事故等対処設備

を接続して水又は電力の供給

する必要のない設計としてい

るため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

共通要因に対する設計方針の違

い。MOX 燃料加工施設では，屋

外に保管する可搬型重大事故等

対処設備の健全性を確保する設

計方針としているため。 

㉞(P10 から) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設備が違うことによる違い。発

電炉では位置的分散する具体的

な対象を示しているが，MOX 燃

料加工施設では，設備数が多い

ことから，位置的分散を考慮す

る要因及び目的を含めた方針と

して記載している。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（14/65） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計と

するとともに，接続口は，建屋等内及び

建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない

位置に複数箇所設置する。重大事故等時

の環境条件における健全性については，

「5.1.5 環境条件等」に基づく設計と

する。風（台風）及び竜巻のうち風荷

重，凍結，降水，積雪，火山の影響並び

に電磁的障害に対しては，環境条件にて

考慮し，機能が損なわれない設計とす

る。 

地震に対して接続口は，「1. 地盤等」

に基づく地盤上の建屋等内又は建屋等壁

面に複数箇所設置する。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）及び火災に対しては，「2.1 地

震による損傷の防止」，「2.2 津波に

よる損傷の防止」及び「3.1 火災によ

る損傷の防止」に基づく設計とする。 

溢水に対しては，想定される溢水水位

に対して機能を喪失しない位置に設置す

る。 

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），溢水及び火災に対しては，接続

口は，建屋等内及び建屋等壁面の適切に

離隔した隣接しない位置に複数箇所設置

する。 

風（台風），竜巻，落雷，生物学的事

象，森林火災，飛来物（航空機落下），

爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載

した車両，有毒ガス，船舶の衝突及び故

意による大型航空機の衝突その他テロリ

ズムに対して，接続口は，建屋等内及び

建屋等壁面の適切に離隔した隣接しない

位置に複数箇所設置する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物

に対して屋外に設置する場合は，開口部

の閉止により重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれのない

設計とする。 

高潮に対して接続口は，高潮の影響を

受けない位置に設置する。 

また，一つの接続口で複数の機能を兼

用して使用する場合には，それぞれの機

能に必要な容量が確保できる接続口を設

ける設計とする。同時に使用する可能性

がある場合は，合計の容量を確保し，状

況に応じて，それぞれの系統に必要な容

量を同時に供給できる設計とする。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（15/65） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 悪影響防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，再処理事業所

内の他の設備(安全機能を有する施設，

当該重大事故等対処設備以外の重大事故

等対処設備，再処理施設及び再処理施設

の重大事故等対処設備を含む。)に対し

て悪影響を及ぼさない設計とする。⑥-2 

 

重大事故等対処設備は，重大事故等に

おける条件を考慮し，他の設備への影響

としては，重大事故等対処設備使用時及

び待機時の系統的な影響(電気的な影響

を含む。)，内部発生飛散物による影響

並びに竜巻により飛来物となる影響を考

慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。⑥-3 

     

 

 

 

 

 

系統的な影響について，重大事故等対

処設備は，弁等の操作によって安全機能

を有する施設として使用する系統構成か

ら重大事故等対処設備としての系統構成

とすること，重大事故等発生前(通常時)

の隔離若しくは分離された状態から弁等

の操作や接続により重大事故等対処設備

としての系統構成とすること，他の設備

から独立して単独で使用可能なこと，安

(ｂ) 悪影響防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，再処理事業所

内の他の設備（安全機能を有する施設，

当該重大事故等対処設備以外の重大事故

等対処設備，再処理施設及び再処理施設

の重大事故等対処設備を含む。）に対し

て悪影響を及ぼさない設計とする。⑥-2 

 

重大事故等対処設備は，重大事故等に

おける条件を考慮し，他の設備への影響

としては，重大事故等対処設備使用時及

び待機時の系統的な影響（電気的な影響

を含む。），内部発生飛散物による影響

並びに竜巻により飛来物となる影響を考

慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。⑥-3 

 

 

 

 

 

 

系統的な影響について，重大事故等対

処設備は，弁等の操作によって安全機能

を有する施設として使用する系統構成か

ら重大事故等対処設備としての系統構成

とすること，重大事故等発生前（通常

時）の隔離若しくは分離された状態から

弁等の操作や接続により重大事故等対処

設備としての系統構成とすること，他の

設備から独立して単独で使用可能なこ

ｂ．悪影響防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，再処理事業所

内の他の設備（安全機能を有する施設，

当該重大事故等対処設備以外の重大事故

等対処設備，再処理施設及び再処理施設

の重大事故等対処設備を含む。）に対し

て悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

重大事故等対処設備は，重大事故等に

おける条件を考慮し，他の設備への影響

としては，重大事故等対処設備使用時及

び待機時の系統的な影響（電気的な影響

を含む。），内部発生飛散物による影響

並びに竜巻により飛来物となる影響を考

慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

系統的な影響について重大事故等対処

設備は，弁等の操作によって安全機能を

有する施設として使用する系統構成から

重大事故等対処設備としての系統構成と

すること，重大事故等発生前（通常時）

の隔離若しくは分離された状態から弁等

の操作や接続により重大事故等対処設備

としての系統構成とすること，他の設備

から独立して単独で使用可能なこと，安

5.1.3 悪影響防止等 

 

(2) 共用 

 

 

常設重大事故等対処設備の各機器につい

ては，一部の敷地を共有する東海発電所

内の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。ただし，共用対象の施設

ごとに要求される技術的要件（重大事故

等に対処するために必要な機能）を満た

しつつ，東海発電所内の発電用原子炉施

設と共用することにより安全性が向上

し，かつ，東海発電所内及び東海第二発

電所内の発電用原子炉施設に対して悪影

響を及ぼさない場合は，共用できる設計

とする。 

 

(4) 悪影響防止 

 

 

重大事故等対処設備は，発電用原子炉

施設（隣接する発電用原子炉施設を含

む。）内の他の設備（設計基準対象施設

及び当該重大事故等対処設備以外の重大

事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

他の設備への悪影響としては，重大事

故等対処設備使用時及び待機時の系統的

な影響（電気的な影響を含む。）並びに

タービンミサイル等の内部発生飛散物に

よる影響を考慮し，他の設備の機能に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

屋外の重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻による風荷重を考慮し浮き

上がり又は横滑りによって，設計基準事

故対処設備や同じ機能を有する他の重大

事故等対処設備に衝突し，損傷させるこ

とのない設計とする。 

 

系統的な影響に対しては，重大事故等

対処設備は，弁等の操作によって設計基

準対象施設として使用する系統構成から

重大事故等対処設備としての系統構成と

すること，重大事故等発生前（通常時）

の隔離若しくは分離された状態から弁等

の操作や接続により重大事故等対処設備

としての系統構成とすること，他の設備

から独立して単独で使用可能なこと，設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-3(P16 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬(P16 へ) 

【「等」の解説】 

「弁等」の指す内容は，手動ダ

ンパ等があり，各設備条文（第

三十三～三十九条）で具体化す

るため当該箇所では許可の記載

を用いた。 

㉜(P34 から) 
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全機能を有する施設として使用する場合

と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用すること等により，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。⑥-4 

     

 

 

 

可搬型放水砲については，燃料加工建

屋への放水により，当該設備の使用を想

定する重大事故時において必要となる屋

外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。⑥-5 

重大事故等対処設備からの内部発生飛

散物による影響については，回転機器の

破損を想定し，回転体が飛散することを

防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。⑥-3 

 

 

 

 

重大事故等対処設備が竜巻により飛来

物となる影響については，外部からの衝

撃による損傷の防止が図られた建屋等内

に設置又は保管することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする，又は，

風荷重を考慮し，屋外に保管する可搬型

重大事故等対処設備は必要に応じて固縛

等の措置をとることで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。⑥-6, ⑥-7 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，共用対象の施

設ごとに要求される技術的要件(重大事

故等に対処するために必要な機能)を満

たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理

施設と共用することにより安全性が向上

し，かつ，MOX 燃料加工施設及び再処理

施設に悪影響を及ぼさない場合には共用

できる設計とする。⑥-1 

 

と，安全機能を有する施設として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用すること等により，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

⑥-4 

 

 

 

また，可搬型放水砲については，燃料

加工建屋への放水により，当該設備の使

用を想定する重大事故時において必要と

なる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。⑥-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備が竜巻により飛来

物となる影響については風荷重を考慮

し，屋外に保管する可搬型重大事故等対

処設備は必要に応じて固縛等の措置をと

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。⑥-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，共用対象の施

設ごとに要求される技術的要件（重大事

故等に対処するために必要な機能）を満

たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理

施設と共用することにより安全性が向上

し，かつ，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処

理施設に悪影響を及ぼさない場合には共

用できる設計とする。⑥-1 

全機能を有する施設として使用する場合

と同じ系統構成で重大事故等対処設備と

して使用すること等により，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。◇1  

 

 

 

 

また，可搬型放水砲については，燃料

加工建屋への放水により，当該設備の使

用を想定する重大事故時において必要と

なる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻による影響を考慮する重大事故等

対処設備は，【◇1 】外部からの衝撃によ

る損傷の防止が図られた建屋等内に設置

又は保管することで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする，【⑥-6】又は

風荷重を考慮し，屋外に保管する可搬型

重大事故等対処設備は必要により当該設

備の固縛等の措置をとることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。

【◇1 】風（台風）及び竜巻に対する健全

性については，「イ.（ハ）（１）③環

境条件等」に記載する。◇5  

 

計基準対象施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として

使用すること等により，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

放水砲については，建屋への放水によ

り，当該設備の使用を想定する重大事故

時において必要となる屋外の他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

内部発生飛散物による影響に対して

は，内部発生エネルギの高い流体を内蔵

する弁及び配管の破断，高速回転機器の

破損，ガス爆発並びに重量機器の落下を

考慮し，重大事故等対処設備がタービン

ミサイル等の発生源となることを防ぐこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

屋内の重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻による影響に対し，外部か

らの衝撃による損傷の防止が図られた施

設内に設置又は保管することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

悪影響防止のための固縛については，

位置的分散とあいまって，浮き上がり又

は横滑りによって設計基準事故対処設備

や同じ機能を有する他の重大事故等対処

設備に衝突し，損傷させることのない設

計とするとともに，重大事故等発生時の

初動対応時間を確保するために，固縛装

置の設置箇所数を可能な限り少なくする

設計とする。 

 

 

 

常設重大事故等対処設備の各機器につい

ては，一部の敷地を共有する東海発電所

内の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。ただし，共用対象の施設

ごとに要求される技術的要件（重大事故

等に対処するために必要な機能）を満た

しつつ，東海発電所内の発電用原子炉施

設と共用することにより安全性が向上

し，かつ，東海発電所内及び東海第二発

電所内の発電用原子炉施設に対して悪影

響を及ぼさない場合は，共用できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥-3 (P15 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設が異なることによる違い。MOX 燃料加工施設では放水の対象建屋を記載している。 

⑬(P15 から) 

【許可からの変更点等】 

重大事故等対処設備からの内

部発生飛散物による波及的影

響に関する方針を明確化。 

【「等」の解説】 

「弁等の操作によって安全機能

を有する施設として使用する系

統構成から重大事故等対処設備

としての系統構成とすること，

重大事故等発生前(通常時）の

隔離若しくは分離された状態か

ら弁等の操作や接続により重大

事故等対処設備としての系統構

成とすること，他の設備から独

立して単独で使用可能なこと，

安全機能を有する施設として使

用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用す

ること等」の指す内容は各設備

条文（第三十三～三十九条）で

具体化するため当該箇所では許

可の記載を用いた。 

㊱(P35 から) 

㉟(P25 から) 

○51 (P2 から) 
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8.2.3 個数及び容量 

 (1)  常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等の収束において，想定する

事象及びその事象の進展等を考慮し，重

大事故等時に必要な目的を果たすため

に，事故対応手段としての系統設計を行

う。重大事故等の収束は，これらの系統

又はこれらの系統と可搬型重大事故等対

処設備の組合せにより達成する。⑦-1 

   

 

「容量」とは，消火剤量，蓄電池容

量，タンク容量，発電機容量，計装設備

の計測範囲及び作動信号の設定値等とす

る。⑦-2 

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故

等への対処に十分に余裕がある容量を有

する設計とするとともに，設備の機能，

信頼度等を考慮し，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた個数を確保する

設計とする。⑦-3 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち安全機

能を有する施設の系統及び機器を使用す

るものについては，安全機能を有する施

設の容量の仕様が，系統の目的に応じて

必要となる容量に対して十分であること

を確認した上で，安全機能を有する施設

としての容量と同仕様の設計とする。⑦

-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち重大事

故等への対処を本来の目的として設置す

る系統及び機器を使用するものについて

は，系統の目的に応じて必要な個数及び

容量を有する設計とする。⑦-5 

 

ｂ．個数及び容量 

 (ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等への収束において，想

定する事象及びその事象の進展等を考

慮し，重大事故等時に必要な目的を果

たすために，事故対応手段としての系

統設計を行う。重大事故等への収束

は，これらの系統又はこれらの系統と

可搬型重大事故等対処設備の組合せに

より達成する。⑦-1 

 

「容量」とは，消火剤量，蓄電池容

量，タンク容量，発電機容量，計装設

備の計測範囲及び作動信号の設定値等

とする。⑦-2 

 

常設重大事故等対処設備は，重大事

故等への対処に十分に余裕がある容量

を有する設計とするとともに，設備の

機能，信頼度等を考慮し，動的機器の

単一故障を考慮した予備を含めた個数

を確保する。⑦-3 

 

  

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち安全

機能を有する施設の系統及び機器を使

用するものについては，安全機能を有

する施設の容量の仕様が，系統の目的

に応じて必要となる容量に対して十分

であることを確認した上で，安全機能

を有する施設としての容量と同仕様の

設計とする。⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち重大

事故等への対処を本来の目的として設

置する系統及び機器を使用するものに

ついては，系統の目的に応じて必要な

個数及び容量を有する設計とする。⑦-

5 

② 個数及び容量 

ａ．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等への収束において，想定す

る事象及びその事象の進展等を考慮し，

重大事故等時に必要な目的を果たすため

に，事故対応手段としての系統設計を行

う。重大事故等への収束は，これらの系

統と可搬型重大事故等対処設備の組合せ

により達成する。◇1  

 

 

「容量」とは，消火剤量，蓄電池容

量，タンク容量，発電機容量，計装設備

の計測範囲及び作動信号の設定値等とす

る。◇1  

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故

等への対処に十分に余裕がある容量を有

する設計とするとともに，設備の機能，

信頼度等を考慮し，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた個数を確保す

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち安全機

能を有する施設の系統及び機器を使用す

るものについては，安全機能を有する施

設の容量の仕様が，系統の目的に応じて

必要となる容量に対して十分であること

を確認した上で，安全機能を有する施設

としての容量と同仕様の設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち重大事

故等への対処を本来の目的として設置す

る系統及び機器を使用するものについて

は，系統の目的に応じて必要な個数及び

容量を有する設計とする。◇1  

 

5.1.4 容量等 

 (1) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等の収束において，想定する

事象及びその事象の進展等を考慮し，重

大事故等時に必要な目的を果たすため

に，事故対応手段としての系統設計を行

う。重大事故等の収束は，これらの系統

の組合せにより達成する。 

 

 

 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク

容量，伝熱容量，弁吹出量，発電機容

量，蓄電池容量，計装設備の計測範囲，

作動信号の設定値等とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち設計基

準対象施設の系統及び機器を使用するも

のについては，設計基準対象施設の容量

等の仕様が，系統の目的に応じて必要と

なる容量等に対して十分であることを確

認した上で，設計基準対象施設の容量等

の仕様と同仕様の設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備のうち設計基

準対象施設の系統及び機器を使用するも

ので，重大事故等時に設計基準対象施設

の容量等を補う必要があるものについて

は，その後の事故対応手段と合わせて，

系統の目的に応じて必要となる容量等を

有する設計とする。 

 

常設重大事故等対処設備のうち重大事

故等への対処を本来の目的として設置す

る系統及び機器を使用するものについて

は，系統の目的に応じて必要な容量等を

有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設計方針の違い。MOX 燃料加工施設では，動的

機器の単一故障を考慮した方針としているた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設で

は，設計基準対象施設

と兼用する常設重大事

故等対処設備であっ

て，重大事故等への対

処の観点で容量等の変

更が必要となる設備が

ないため。 

【「等」の解説】 

「消火剤量，蓄電池容量，タン

ク容量，発電機容量，計装設備

の計測範囲及び作動信号の設定

値等」の指す内容は，仕様表で

示すため当該箇所では許可の記

載を用いた。 

【「等」の解説】 

「設備の機能，信頼度等」の指す

内容は，重大事故時に設備に期待

する機能，重要度，使用時の信頼

度のように個数の根拠となる事項

の総称であり当該箇所では許可の

記載を用いた。（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

記載の適正化。（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち，再処

理施設と共用する常設重大事故等対処設

備は，MOX 燃料加工施設及び再処理施設

における重大事故等の対処に必要となる

個数及び容量を有する設計とする。⑦-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等の収束において，想定す

る事象及びその事象の進展を考慮し，事

故対応手段としての系統設計を行う。重

大事故等の収束は，これらの系統の組合

せ又はこれらの系統と常設重大事故等対

処設備の組合せにより達成する。⑦-7 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容

量，発電機容量，計測器の計測範囲等と

する。⑦-8 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の

目的に応じて必要な容量に対して十分に

余裕がある容量を有する設計とするとと

もに，設備の機能，信頼度等を考慮し，

予備を含めた保有数を確保する設計とす

る。⑦-9 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複

数の機能を兼用することで，設置の効率

化，被ばくの低減が図れるものは，同時

に要求される可能性がある複数の機能に

必要な容量を合わせた設計とし，兼用で

きる設計とする。⑦-10 

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事

故等への対処に必要な個数(必要数)に加

え，予備として故障時のバックアップ及

び点検保守による待機除外時のバックア

ップを合わせて必要数以上確保する設計

とする。⑦-11 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち，再

処理施設と共用する常設重大事故等対

処設備は，ＭＯＸ燃料加工施設及び再

処理施設における重大事故等の対処に

必要となる個数及び容量を有する設計

とする。⑦-6 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等への収束において，想定

する事象及びその事象の進展を考慮し，

事故対応手段としての系統設計を行う。

重大事故等への収束は，これらの系統の

組合せ又はこれらの系統と常設重大事故

等対処設備の組合せにより達成する。⑦

-7 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容

量，発電機容量，計測器の計測範囲等と

する。⑦-8 

 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の

目的に応じて必要な容量に対して十分に

余裕がある容量を有する設計とするとと

もに，設備の機能，信頼度等を考慮し，

予備を含めた保有数を確保する。⑦-9 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複

数の機能を兼用することで，設置の効率

化，被ばくの低減が図れるものは，同時

に要求される可能性がある複数の機能に

必要な容量を合わせた設計とし，兼用で

きる設計とする。⑦-10 

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事

故等への対処に必要な個数（必要数）に

加え，予備として故障時のバックアップ

及び点検保守による待機除外時のバック

アップを合わせて必要数以上確保する。

⑦-11 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備のうち，再処

理施設と共用する常設重大事故等対処設

備は，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処理施

設における重大事故等の対処に必要とな

る個数及び容量を有する設計とする。◇1  

  

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等への収束において，想定

する事象及びその事象の進展を考慮し，

事故対応手段としての系統設計を行う。

重大事故等への収束は，これらの系統の

組合せ又はこれらの系統と常設重大事故

等対処設備の組合せにより達成する。◇1  

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容

量，発電機容量，計測器の計測範囲等と

する。◇1  

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の

目的に応じて必要な容量に対して十分に

余裕がある容量を有する設計とするとと

もに，設備の機能，信頼度等を考慮し，

予備を含めた保有数を確保する。◇1  

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複

数の機能を兼用することで，設置の効率

化，被ばくの低減が図れるものは，同時

に要求される可能性がある複数の機能に

必要な容量を合わせた設計とし，兼用で

きる設計とする。◇1  

 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事

故等への対処に必要な個数（必要数）に

加え，予備として故障時のバックアップ

及び点検保守による待機除外時のバック

アップを合わせて必要数以上確保する。

◇1  

 

可搬型重大事故等対処設備のうち点検

保守による待機除外時のバックアップが

必要な設備については，点検保守中に重

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等の収束において，想定す

る事象及びその事象の進展を考慮し，事

故対応手段としての系統設計を行う。重

大事故等の収束は，これらの系統の組合

せにより達成する。 

 

 

「容量等」とは，ポンプ流量，タンク

容量，発電機容量，蓄電池容量，ボンベ

容量，計装設備の計測範囲等とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の

目的に応じて必要な容量等を有する設計

とするとともに，設備の機能，信頼度等

を考慮し，予備を含めた保有数を確保す

ることにより，必要な容量等に加え，十

分に余裕のある容量等を有する設計とす

る。 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち複数

の機能を兼用することで，設置の効率

化，被ばくの低減が図れるものは，同時

に要求される可能性がある複数の機能に

必要な容量等を合わせた容量等とし，兼

用できる設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原

子炉建屋の外から水又は電力を供給する

注水設備及び電源設備は，必要となる容

量等を有する設備を 1基当たり 2セット

に加え，故障時のバックアップ及び保守

点検による待機除外時のバックアップと

して，発電所全体で予備を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設計方針の違い。再処理施設では，

再処理施設との共用を考慮した方針

としているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉が想定してい

る重大事故の事象

と，MOX 燃料加工施設

が想定している重大

事故の事象が異なっ

ていることから，設

計の方針が異なる。 

【「等」の解説】 

「ポンプ流量，タンク容量，発電

機容量，計測器の計測範囲等」の

指す内容は，仕様表で示すため当

該箇所では許可の記載を用いた。 

㊲(P53 から) 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可

搬型重大事故等対処設備は，安全上重要

な施設の安全機能の喪失を想定し，その

範囲が系統で機能喪失する重大事故等に

ついては，当該系統の範囲ごとに重大事

故等への対処に必要な設備を 1セット確

保する設計とする。⑦-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，再

処理施設と共用する可搬型重大事故等対

処設備は，MOX 燃料加工施設及び再処理

施設における重大事故等の対処に必要と

なる個数及び容量を有する設計とする。

⑦-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可

搬型重大事故等対処設備は，安全上重要

な施設の安全機能の喪失を想定し，その

範囲が系統で機能喪失する重大事故等に

ついては，当該系統の範囲ごとに重大事

故等への対処に必要な設備を１セット確

保する。⑦-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，再

処理施設と共用する可搬型重大事故等対

処設備は，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処

理施設における重大事故等の対処に必要

となる個数及び容量を有する設計とす

る。⑦-13 

 

大事故等が発生した場合においても確実

に対処できるようにするため，同時に点

検保守を行う個数を考慮した待機除外時

のバックアップを確保する。なお，点検

保守時には待機除外時のバックアップを

配備した上で点検保守を行うものとす

る。⑦-11 

 

 

 

 

 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可

搬型重大事故等対処設備は，当該重大事

故等が発生するおそれがある安全上重要

な施設の機器ごとに重大事故等への対処

に必要な設備を１セット確保する。ただ

し，安全上重要な施設の安全機能の喪失

を想定した結果，その範囲が系統で機能

喪失する重大事故等については，当該系

統の範囲ごとに重大事故等への対処に必

要な設備を１セット確保する。◇1  

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のうち，再処

理施設と共用する可搬型重大事故等対処

設備は，ＭＯＸ燃料加工施設及び再処理

施設における重大事故等の対処に必要と

なる個数及び容量を有する設計とする。

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，可搬型重大事故等対処設備のう

ち，負荷に直接接続する高圧窒素ボンベ

（非常用窒素供給系），逃がし安全弁用

可搬型蓄電池等は，必要となる容量等を

有する設備を 1基当たり 1セットに加

え，故障時のバックアップ及び保守点検

による待機除外時のバックアップとし

て，発電所全体で予備を確保する。 

 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備

は，必要となる容量等を有する設備を 1

基当たり 1セットに加え，設備の信頼度

等を考慮し，予備を確保する。 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設では再処理施設と

の共用を考慮することとしているた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉が想定してい

る重大事故の事象

と，MOX 燃料加工施設

が想定している重大

事故の事象が異なっ

ていることから，設

計の方針が異なる。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4 環境条件等 

(1) 環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象を要

因とする重大事故等に対処するものと外

的事象を要因とする重大事故等に対処す

るものそれぞれに対して想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能が有効に発揮できるよう，その設

置場所(使用場所)及び保管場所に応じた

耐環境性を有する設計とするとともに，

操作が可能な設計とする。⑧-1 

 

重大事故等時の環境条件については，

重大事故等における温度，圧力，湿度，

放射線，荷重に加えて，重大事故による

環境の変化を考慮した環境温度，環境圧

力，環境湿度による影響，重大事故等時

に汽水を供給する系統への影響，自然現

象による影響，人為事象の影響及び周辺

機器等からの影響を考慮する。⑧-2 

 

 

 

 

 

荷重としては，重大事故等が発生した

場合における機械的荷重に加えて，環境

温度，環境圧力及び自然現象による荷重

を考慮する。⑧-3 

 

 

自然現象については，重大事故等時に

おける敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等時に重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，地震，津波，風(台風)，竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象，森林火災及び

塩害を選定する。⑧-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．環境条件等 

(ａ)  環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象を要

因とする重大事故等に対処するものと外

的事象を要因とする重大事故等に対処す

るものそれぞれに対して想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能が有効に発揮できるよう，その設

置場所（使用場所）及び保管場所に応じ

た耐環境性を有する設計とするととも

に，操作が可能な設計とする。⑧-1 

 

重大事故等時の環境条件については，

重大事故等における温度，圧力，湿度，

放射線，荷重に加えて，重大事故による

環境の変化を考慮した環境温度，環境圧

力，環境湿度による影響，重大事故等時

に汽水を供給する系統への影響，自然現

象による影響，人為事象の影響及び周辺

機器等からの影響を考慮する。⑧-2 

 

 

 

 

 

荷重としては，重大事故等が発生した

場合における機械的荷重に加えて，環境

温度，環境圧力及び自然現象による荷重

を考慮する。⑧-3 

 

 

自然現象については，重大事故等時に

おける敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等時に重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがある事

象として，地震，津波，風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象，森林火災及び

塩害を選定する。⑧-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 環境条件等 

ａ．環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象を要

因とする重大事故等に対処するものと外

的事象を要因とする重大事故等に対処す

るものそれぞれに対して想定される重大

事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ

の機能が有効に発揮できるよう，その設

置場所（使用場所）及び保管場所に応じ

た耐環境性を有する設計とするととも

に，操作が可能な設計とする。◇1  

 

重大事故等時の環境条件については，

重大事故等における温度，圧力，湿度，

放射線及び荷重に加えて，重大事故によ

る環境の変化を考慮した環境温度，環境

圧力，環境湿度による影響，重大事故等

時に汽水を供給する系統への影響，自然

現象による影響，人為事象の影響及び周

辺機器等からの影響を考慮する。◇1  

 

 

 

 

 

荷重としては，重大事故等が発生した

場合における機械的荷重に加えて，環境

温度，環境圧力及び自然現象による荷重

を考慮する。◇1  

 

 

自然現象の選定に当たっては，地震，

津波に加え，敷地及びその周辺での発生

実績の有無に関わらず，国内外の基準や

文献等に基づき収集した洪水，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事

象，森林火災，塩害等の事象を考慮す

る。【◇10】その上で，これらの事象のう

ち，重大事故等時における敷地及びその

周辺での発生の可能性，重大事故等対処

設備への影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間余裕の観点から，重大事

故等時に重大事故等対処設備に影響を与

えるおそれがある事象として，地震，津

波，風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び塩害を選定する。◇1  

 

 

５．１．５環境条件等 

 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合における温度，

放射線，荷重及びその他の使用条件にお

いて，その機能が有効に発揮できるよ

う，その設置場所（使用場所）又は保管

場所に応じた耐環境性を有する設計とす

るとともに，操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

重大事故等時の環境条件については，

重大事故等における温度（環境温度及び

使用温度），放射線及び荷重に加えて，

その他の使用条件として環境圧力，湿度

による影響，屋外の天候による影響（凍

結及び降水），重大事故等時に海水を通

水する系統への影響，自然現象による影

響，外部人為事象の影響，周辺機器等か

らの悪影響及び冷却材の性状（冷却材中

の破損物等の異物を含む。）の影響を考

慮する。 

 

 

荷重としては，重大事故等が発生した

場合における機械的荷重に加えて，環境

圧力，温度及び自然現象による荷重を考

慮する。 

 

 

自然現象について，重大事故等時に重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として，地震，津波（敷地に

遡上する津波を含む。），風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪及び火山の影響

を選定する。これらの事象のうち，凍結

及び降水については，屋外の天候による

影響として考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象

の違い。MOX 燃料加工施設で

は，高温，落雷，生物学的事

象，森林火災及び塩害を考慮

することとしているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮

する事象の違い。MOX

燃料加工施設では，

冷却材からの影響は

考慮していないた

め。 
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自然現象による荷重の組合せについて

は，地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火

山の影響を考慮する。⑧-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人為事象については，重大事故等時に

おける敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等時に重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれのある事

象として，敷地内における化学物質の漏

えい及び電磁的障害を選定する。⑧-6 

なお，これらの自然現象及び人為事象に

ついては，設計基準対象施設について考

慮する「3.3 外部からの衝撃による損

傷の防止」に示す条件を考慮する。 

 

 

 

 

 

重大事故等の要因となるおそれとなる

事業(変更)許可を受けた設計基準事故に

おいて想定した条件より厳しい条件を要

因とした外的事象の地震の影響を考慮す

る。⑧-7 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響としては，地

震，火災，溢水による波及的影響及び内

部発生飛散物を考慮する。 

また，同時に発生する可能性のある再

処理施設における重大事故等による影響

についても考慮する。⑧-8 

 

 

自然現象による荷重の組合せについて

は，地震，風（台風），積雪及び火山の

影響を考慮する。⑧-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人為事象については，重大事故等時に

おける敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等時に重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれのある事

象として，敷地内における化学物質の漏

えい，電磁的障害を選定する。⑧-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の要因となるおそれとなる

「六．ロ．(ハ)(１)①重大事故の発生を

仮定する際の条件の設定及び重大事故の

発生を仮定する機器の特定」に記載する

設計基準事故において想定した条件より

厳しい条件を要因とした外的事象の地震

の影響を考慮する。⑧-7 

 

 

周辺機器等からの影響としては，地

震，火災，溢水による波及的影響及び内

部発生飛散物を考慮する。 

また，同時に発生する可能性のある再

処理施設における重大事故等による影響

についても考慮する。⑧-8 

 

 

自然現象による荷重の組合せについて

は，地震，風（台風），積雪及び火山の

影響を考慮する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人為事象としては，国内外の文献等か

ら抽出し，さらに事業許可基準規則の解

釈第９条に示される飛来物（航空機落

下），有毒ガス，敷地内における化学物

質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の

火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及

び故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムを考慮する。【◇10】その上

で，これらの事象のうち，重大事故等時

における敷地及びその周辺での発生の可

能性，重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，重大事故等時に重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれのある

事象として，敷地内における化学物質の

漏えい，電磁的障害を選定する。◇1  

 

重大事故等の要因となるおそれとなる

「添付書類七 ニ．（イ）重大事故の発

生を仮定する際の条件の設定及び重大事

故の発生を仮定する機器の特定」に記載

する設計基準事故において想定した条件

より厳しい条件を要因とした外的事象の

地震の影響を考慮する。◇1  

 

 

周辺機器等からの影響としては，地

震，火災，溢水による波及的影響及び内

部発生飛散物を考慮する。 

また，同時に発生する可能性のある再

処理施設における重大事故等による影響

についても考慮する。◇1  

 

 

自然現象による荷重の組合せについて

は，地震，津波（敷地に遡上する津波を

含む。），風（台風），積雪及び火山の

影響を考慮する。 

これらの環境条件のうち，重大事故等

時における環境温度，環境圧力，湿度に

よる影響，屋外の天候による影響（凍結

及び降水），重大事故等時の放射線によ

る影響及び荷重に対しては，重大事故等

対処設備を設置（使用）又は保管する場

所に応じて，「(1) 環境圧力，環境温度

及び湿度による影響，放射線による影

響，屋外の天候による影響（凍結及び降

水）並びに荷重」に示すように設備分類

ごとに必要な機能を有効に発揮できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

後述の（１）の読み込

み（宣言）であるた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の違

い。MOX 燃料加工施設では，「設

計基準事故において想定した条件

より厳しい条件の要因となる事

象」を考慮することとしているた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。MOX 燃料加工施設では，周

辺機器等からの影響を考慮する

こととしているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象

の違い。MOX 燃料加工施設で

は，人為事象についても考慮

することとしているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

立地的特徴の違い。MOX 燃料加工

施設では，津波（敷地に遡上する

津波を含む。）に対しては，

「3.2 津波による損傷の防止」

のとおり，影響がない場所に設置

又は保管する設計であることか

ら，荷重を考慮する必要が無いた

め

【許可からの変更点】 

考慮する事象の明確化。 
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a．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮

し，その機能が有効に発揮できるよう，

その設置場所(使用場所)に応じた耐環境

性を有する設計とする。⑧-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設

重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おける建屋等の環境温度，環境圧力を考

慮しても重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑧-10 

 

 

 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統へ

の影響に対して常時汽水を通水するコン

クリート構造物については，腐食を考慮

した設計とする。⑧-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮

し，その機能が有効に発揮できるよう，

その設置場所（使用場所）に応じた耐環

境性を有する設計とする。⑧-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設

重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おける建屋等の環境温度，環境圧力を考

慮しても機能を損なわない設計とする。

⑧-10 

 

 

 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統へ

の影響に対して常時汽水を通水するコン

クリート構造物については，腐食を考慮

した設計とする。⑧-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮

し，その機能が有効に発揮できるよう，

その設置場所（使用場所）に応じた耐環

境性を有する設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設

重大事故等対処設備は，重大事故等時に

おける建屋等の環境温度，環境圧力を考

慮しても機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

 

 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統へ

の影響に対して常時汽水を通水するコン

クリート構造物については，腐食を考慮

した設計とする。◇1  

 

 

 

(1)  環境圧力、環境温度及び湿度によ

る影響、放射線による影響、屋外の天候

等による影響並びに荷重 

 

 

 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設

備は，想定される重大事故等時における

原子炉格納容器内の環境条件を考慮した

設計とする。 

また，地震による荷重を考慮して，機能

を損なわない設計とする。 

操作は中央制御室から可能な設計とす

る。 

原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対

処設備は，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮する。 

また，地震による荷重を考慮して，機

能を損なわない設計とするとともに，可

搬型重大事故等対処設備は，必要により

当該設備の落下防止，転倒防止及び固縛

の措置をとる。 

操作は中央制御室，異なる区画若しく

は離れた場所又は設置場所で可能な設計

とする。 

 

原子炉建屋付属棟内（中央制御室を含

む。），緊急時対策所建屋内，常設代替

高圧電源装置置場（地下階）内，格納容

器圧力逃がし装置格納槽内，常設低圧代

替注水系格納槽内，緊急用海水ポンプピ

ット内及び立坑内の重大事故等対処設備

は，重大事故等時におけるそれぞれの場

所の環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 海水を通水する系統への影響 

海水を通水する系統への影響に対して

は，常時海水を通水する，海に設置する

又は海で使用する安全施設及び重大事故

等対処設備は耐腐食性材料を使用する。

常時海水を通水するコンクリート構造物

については，腐食を考慮した設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

操作に関する記載につ

いては，「8.2.5 操

作性及び試験・検査

性」(⑪-8，P44)にて

記載しているため。 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故の想定の違い。MOX 燃

料加工施設特有の重大事故に対

する設計方針を記載しているた

め。 

②(P41 から) 

⑧(P31 へ) 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

地震による荷重を考慮した

設計方針は後述（⑧-12，

P22)しているため。 

㊸(P45 へ) 

【許可からの変更点】 

表現の統一化。（以下同じ） 
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地震に対して常設重大事故等対処設備

は，「3.1 地震による損傷の防止」に

記載する地震力による荷重を考慮して，

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。⑧-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準

事故において想定した条件より厳しい条

件を要因とした外的事象の地震に対し

て，地震を要因とする重大事故等に対処

するために重大事故等時に機能を期待す

る常設重大事故等対処設備は，「8.2.6 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とする。⑧

-13 

 

 

 

さらに，地震に対して常設重大事故等対

処設備は，当該設備周辺の機器等からの

波及的影響によって重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。

また，当該設備周辺の資機材の落下，転

倒による損傷を考慮して，当該設備周辺

の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の

措置を行う設計とする。⑧-14 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，地震により機能が損なわれる

場合，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修理

の対応を行うこと，関連する工程の停止

 

 

 

 

 

 

 

地震に対して常設重大事故等対処設備

は，「ロ．（ホ）（２）重大事故等対処

施設の耐震設計」に記載する地震力によ

る荷重を考慮して，機能を損なわない設

計とする。⑧-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準事故において想定した条

件より厳しい条件を要因とした外的事象

の地震に対して，地震を要因とする重大

事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する常設重大事故等対処設備

は，「ロ．（ト）（２）②ｅ．地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とする。⑧-13 

 

 

 

 

また，地震に対して常設重大事故等対処

設備は，当該設備周辺の機器等からの波

及的影響によって機能を損なわない設計

とするとともに，当該設備周辺の資機材

の落下，転倒による損傷を考慮して，当

該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防

止，固縛の措置を行う。⑧-14 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，地震により機能が損なわれる

場合，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修理

の対応を行うこと，関連する工程の停止

 

 

 

 

 

 

 

地震に対して常設重大事故等対処設備

は，「イ．（ロ）（５）②重大事故等対

処施設の耐震設計」に記載する地震力に

よる荷重を考慮して，機能を損なわない

設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準事故において想定した条

件より厳しい条件を要因とした外的事象

の地震に対して，地震を要因とする重大

事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する常設重大事故等対処設備

は，「イ.（ハ）（１）⑤地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とする。◇1  

 

 

 

 

周辺機器等からの影響について，地震に

対して常設重大事故等対処設備は，当該

設備周辺の機器等からの波及的影響によ

って機能を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転

倒による損傷を考慮して，当該設備周辺

の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の

措置を行う。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，使用時に海水を通水する重大事

故等対処設備は，海水の影響を考慮した

設計とする。 

(1)  環境圧力、環境温度及び湿度によ

る影響、放射線による影響、屋外の天候

等による影響並びに荷重 

(中略) 
また，地震，津波（敷地に遡上する津

波を含む。），積雪及び火山の影響によ

る荷重を考慮し，機能を損なわない設計

とするとともに，可搬型重大事故等対処

設備については，地震後においても機能

及び性能を保持する設計とする。 

 

 

 

また，地震による荷重を考慮して，機能

を損なわない設計とするとともに， 

可搬型重大事故等対処設備は，必要によ

り当該設備の落下防止，転倒防止及び固

縛の措置をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象

の違い。MOX 燃料加工施設で

は，「設計基準事故において

想定した条件より厳しい条件

の要因となる事象」を考慮す

ることとしているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い。

再処理施設では，内的事象

を要因として発生する重大

事故に対する設備を設計要

求から除外しているため。 

⑤(P24 から) 

⑨(P31 へ) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象

の違い。MOX 燃料加工施設で

は，周辺機器等からの影響を

考慮することとしているた

め。 

⑭(P29 から) 

⑮(P29 から) 

⑯(P30 から) 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等又はこれらを適切に組み合わせること

により，機能を損なわない設計とする。

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応

を行うこと，関連する工程を停止するこ

と等については，保安規定に定めて，管

理する。⑧-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水に対して常設重大事故等対処設備

は，想定する溢水量に対して，機能を損

なわない高さへの設置，被水防護を行う

ことにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。⑧-16 

 

 

 

 

 

 

 

火災に対して常設重大事故等対処設備

は，「5. 火災等による損傷の防止」に

基づく設計とすることにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。⑧-17 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，溢水及び火災による損傷を考

慮して，代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間で修

理の対応を行うこと，関連する工程の停

止等又はこれらを適切に組み合わせるこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理の

対応を行うこと，関連する工程を停止す

ること等については，保安規定に定め

て，管理する。⑧-18 

 

 

等又はこれらを適切に組み合わせること

により，その機能を確保する。⑧-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水に対して常設重大事故等対処設備

は，想定する溢水量に対して，機能を損

なわない高さへの設置，被水防護を行う

ことにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。⑧-16 

 

 

 

 

 

 

 

火災に対して常設重大事故等対処設備

は，「ロ．（ニ）（２）重大事故等対処

施設の火災及び爆発の防止」に基づく設

計とすることにより，重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とす

る。⑧-17 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，溢水，火災による損傷及び内

部発生飛散物を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修理の対応を行うこと，

関連する工程の停止等又はそれらを適切

に組み合わせることで，重大事故等に対

処するための機能を損なわない設計とす

る。⑧-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備の操作は，燃

料加工建屋の中央監視室又は設置場所で

可能な設計とする。⑪-8 

 

 

 

 

 

想定する溢水量に対して常設重大事故等

対処設備は，機能を損なわない高さへの

設置，被水防護を行う。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災に対して常設重大事故等対処設備

は，「イ．（ロ）（４）①ｂ．重大事故

等対処施設に対する火災及び爆発の防止

に関する設計」に基づく設計とする。◇1  

 

 

 

ただし，安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設と兼用する常設重大事故

等対処設備は，溢水，火災に対して，こ

れら事象による損傷を考慮して，代替設

備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修理の対応を行う

こと又はこれらを適切に組み合わせるこ

とにより，その機能を確保する。また，

上記機能が確保できない場合に備え，関

連する工程の停止等の手順を整備する。 

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作は中央制御室，異なる区画若しくは

離れた場所又は設置場所で可能な設計と

する。 

 

 

(4)周辺機器等からの悪影響 

 
(中略) 
溢水に対しては，重大事故等対処設備

は，想定される溢水により機能を損なわ

ないように，重大事故等対処設備の設置

区画の止水対策等を実施する。 

 

 

(4)周辺機器等からの悪影響 

 

(中略) 
地震による荷重を含む耐震設計について

は，「2.1 地震による損傷の防止」

に，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）による荷重を含む耐津波設計につ

いては，「2.2 津波による損傷の防

止」に，火災防護については，「3.1 

火災による損傷の防止」に基づく設計と

し，それらの事象による波及的影響によ

り重大事故等に対処するために必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

地震起因以外の火災による影響に対し

ては，重大事故等対処設備は，火災発生

防止，感知・消火による火災防護対策を

行うことで，また，地震起因以外の溢水

による影響に対しては，想定する重大事

故等対処設備の破損等により生じる溢水

に対する防護対策を行うことで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

(4)周辺機器等からの悪影響 

 

(中略) 
地震による荷重を含む耐震設計について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-18(P31 へ) 

 

 

 

 

 

 

③(P42 から) 

④(P43 から) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い。

再処理施設では，内的事象

を要因として発生する重大

事故に対する設備を設計要

求から除外しているため。 

⑰(P30 から) 

⑱(P30 から) 

⑲(P30 から) 

㊳(P45 へ) 

④(P43 から) 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

㊸(P21)と重複記載。 

㊽(P42 から) 

【許可からの変更点】 

文章の適正化。（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波に対して常設重大事故等対処設備

は，「3.2 津波による損傷の防止」に

基づく設計とする。⑧-19 

 

 

屋内の常設重大事故等対処設備は，風

(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪

及び火山の影響に対して外部からの衝撃

による損傷を防止できる燃料加工建屋，

第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水

所，緊急時対策建屋，再処理施設の制御

建屋及び洞道に設置し，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑧-20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の常設重大事故等対処設備は，風

(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対

して，風(台風)及び竜巻による風荷重，

積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重

により重大事故等への対処に必要な機能

 

津波に対して常設重大事故等対処設備

は，「ロ．（ヘ）耐津波構造」に基づく

設計とする。⑧-19 

 

 

屋内の常設重大事故等対処設備は，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，火山の影響に対して外部からの衝撃

による損傷を防止できる燃料加工建屋，

第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水

所，緊急時対策建屋，再処理施設の制御

建屋及び洞道に設置し，重大事故等に対

処するための機能を損なわない設計とす

る。⑧-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の常設重大事故等対処設備は，風

（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に

対して，風（台風）及び竜巻による風荷

重，積雪荷重及び降下火砕物による積載

荷重により重大事故等に対処するための

 

津波に対して常設重大事故等対処設備

は，「イ．（ロ）（６）津波による損傷

の防止」に基づく設計とする。◇1  

 

 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，火山の影響，生物学的事象，

森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガ

ス，敷地内における化学物質の漏えい，

近隣工場等の火災，爆発に対して常設重

大事故等対処設備は，建屋等に設置し，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響

に対して屋外の常設重大事故等対処設備

は，風（台風）及び竜巻による風荷重，

積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重

により機能を損なわない設計とする。◇1  

は，「2.1 地震による損傷の防止」

に，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）による荷重を含む耐津波設計につ

いては，「2.2 津波による損傷の防

止」に，火災防護については，「3.1 

火災による損傷の防止」に基づく設計と

し，それらの事象による波及的影響によ

り重大事故等に対処するために必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

屋内の重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻による影響に対し，外部か

らの衝撃による損傷の防止が図られた施

設内に設置又は保管することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ

時，使用済燃料プールにおける重大事故

に至るおそれのある事故又は主蒸気管破

断事故起因の重大事故等時に使用する設

備については，これらの環境条件を考慮

した設計とするか，これらの環境影響を

受けない区画等に設置する。 

特に，使用済燃料プール監視カメラ

は，使用済燃料プールに係る重大事故等

時に使用するため，その環境影響を考慮

して，空気を供給し冷却することで耐環

境性向上を図る設計とする。 

主たる流路に影響を与える範囲につい

て，主たる流路と同一又は同等の規格で

設計する。 

屋外及び常設代替高圧電源装置置場

（地上階）の重大事故等対処設備は，重

大事故等時における屋外の環境条件を考

慮した設計とする。 

操作は中央制御室，離れた場所又は設

置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

また，地震，津波（敷地に遡上する津

波を含む。），積雪及び火山の影響によ

る荷重を考慮し，機能を損なわない設計

とするとともに，可搬型重大事故等対処

設備については，地震後においても機能

及び性能を保持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

インターフェイスシス

テムＬＯＣＡは，発電

炉特有の事象であるた

め。 

⑤(P23 へ) 

⑳(P29 から) 

㉟(P16 へ) 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は環境条件にお

ける全ての事象をまと

めて設計方針を記載し

ているのに対し，MOX

燃料加工施設は，各事

象に対して設計方針を

記載しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。MOX 燃料加工施設では，

風（台風），竜巻についても考

慮することとしているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の，他の設備へ悪影響を

及ぼさない設計とすることにつ

いては，「8.2.2 共通要因故

障に対する考慮等」にて記載し

ているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設では，地震，津波（敷地

に遡上する津波を含む。）は，それぞれの

設計方針を個別で記載しているため。 

㊹ (P45 へ) 
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を損なわない設計とする。⑧-21 

 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設

重大事故等対処設備は，凍結防止対策，

高温防止対策及び防水対策により，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。⑧-22 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，風(台風)，竜巻，積雪，火山

の影響，凍結，高温及び降水により機能

が損なわれる場合，代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間で修理の対応を行うこと，関連す

る工程の停止等又はこれらを適切に組み

合わせることにより，機能を損なわない

設計とする。代替設備により必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期間

で修理の対応を行うこと，関連する工程

を停止すること等については，保安規定

に定めて，管理する。⑧-23 

 

 

 

落雷に対して外部電源系統からの電気の

供給の停止及び非常用所内電源設備から

の電源の喪失(以下「全交流電源喪失」

という。)を要因とせずに発生する重大

事故等に対処する常設重大事故等対処設

備は，直撃雷及び間接雷を考慮した設計

とする。⑧-24 

 

 

 

 

直撃雷に対して，当該設備自体が構内接

地網と連接した避雷設備を有する設計と

する又は構内接地網と連接した避雷設備

を有する建屋等に設置することにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。⑧-25 

 

 

 

 

 

機能を損なわない設計とする。⑧-21 

 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設

重大事故等対処設備は，凍結防止対策，

高温防止対策及び防水対策により，重大

事故等に対処するための機能を損なわな

い設計とする。⑧-22 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，風（台風），竜巻，積雪，火

山の影響，凍結，高温及び降水により機

能が損なわれる場合，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間で修理の対応を行うこと，関連

する工程の停止等又はこれらを適切に組

み合わせることにより，その機能を確保

する。⑧-23 

 

 

 

 

 

 

 

落雷に対して外部電源系統からの電気の

供給の停止及び非常用所内電源設備から

の電源の喪失（以下「全交流電源喪失」

という。）を要因とせずに発生する重大

事故等に対処する常設重大事故等対処設

備は，直撃雷及び間接雷を考慮した設計

を行う。⑧-24 

 

 

 

 

直撃雷に対して，当該設備自体が構内接

地網と連接した避雷設備を有する設計と

する又は構内接地網と連接した避雷設備

を有する建屋等に設置することにより，

重大事故等に対処するための機能を損な

わない設計とする。⑧-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設

重大事故等対処設備は，凍結防止対策，

高温防止対策及び防水対策により機能を

損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

自然現象及び人為事象に対して内的事象

を要因とする重大事故等へ対処する常設

重大事故等対処設備のうち安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設と兼用

する常設重大事故等対処設備は，当該設

備が地震，風（台風），竜巻，積雪，落

雷，火山の影響，凍結，高温，降水及び

航空機落下により機能が損なわれる場

合，代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理の

対応を行うこと又はこれらを適切に組み

合わせることにより，その機能を確保す

る。また，上記機能が確保できない場合

に備え，関連する工程を停止する等の手

順を整備する。◇1  

 

 

 

 

落雷に対して外部電源系統からの電気の

供給の停止及び非常用所内電源設備から

の電源の喪失（以下「全交流電源喪失」

という。）を要因とせずに発生する重大

事故等に対処する常設重大事故等対処設

備は，直撃雷及び間接雷を考慮した設計

を行う。◇1  

 

 

 

 

直撃雷に対して，当該設備は当該設備自

体が構内接地網と連接した避雷設備を有

する設計とする又は構内接地網と連接し

た避雷設備を有する建屋等に設置する。 

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い，再

処理施設では，内的事象を要

因として発生する重大事故に

対する設備を設計要求から除

外しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。MOX 燃料加工施設では，

落雷を考慮することとしている

ため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。MOX 燃料加工施設では，

落雷を考慮することとしている

ため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。MOX 燃料加工施設では，

凍結，高温及び降水を考慮する

こととしているため。 

㉑(P29 から) 

㉒(P30 から) 

㉛(P29 から) 
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間接雷に対して，雷サージによる影響を

軽減することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑧-26 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，落雷により機能が損なわれる

場合，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修理

の対応を行うこと，関連する工程の停止

等又はこれらを適切に組み合わせること

により，機能を損なわない設計とする。

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応

を行うこと，関連する工程を停止するこ

と等については，保安規定に定めて，管

理する。⑧-27 

 

生物学的事象に対して常設重大事故等対

処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵

入を考慮し，これら生物の侵入を防止又

は抑制することにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑧-28 

 

 

森林火災に対して常設重大事故等対処設

備は，防火帯の内側に設置することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。⑧-29 

 

 

また，森林火災からの輻射強度の影響

を考慮した場合においても，離隔距離の

確保等により，常設重大事故等対処設備

の重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。⑧-30 

ただし，内的事象を要因とする重大事

故等へ対処する常設重大事故等対処設備

のうち安全上重要な施設以外の安全機能

を有する施設と兼用する常設重大事故等

対処設備は，森林火災発生時に消防車に

よる事前散水による延焼防止を図るとと

もに代替設備により機能を損なわない設

計とする。消防車による事前散水を含む

火災防護計画を保安規定に定めて，管理

する。⑧-30 

間接雷に対して，雷サージによる影響を

軽減することにより，重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とす

る。⑧-26 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，落雷により機能が損なわれる

場合，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修理

の対応を行うこと，関連する工程の停止

等又はこれらを適切に組み合わせること

により，その機能を確保する。⑧-27 

 

 

 

 

 

 

生物学的事象に対して常設重大事故等対

処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵

入を考慮し，これら生物の侵入を防止又

は抑制することにより，重大事故等に対

処するための機能を損なわない設計とす

る。⑧-28 

 

 

森林火災に対して常設重大事故等対処設

備は，防火帯の内側に設置することによ

り，重大事故等に対処するための機能を

損なわない設計とする。⑧-29 

 

 

また，森林火災からの輻射強度の影響

を考慮した場合においても，離隔距離の

確保等により，常設重大事故等対処設備

の重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。⑧-30 

ただし，内的事象を要因とする重大事

故等へ対処する常設重大事故等対処設備

のうち安全上重要な施設以外の安全機能

を有する施設と兼用する常設重大事故等

対処設備は，森林火災発生時に消防車に

よる事前散水による延焼防止を図るとと

もに代替設備により機能を損なわない設

計とする。⑧-30 

 

 

間接雷に対して，当該設備は雷サージに

よる影響を軽減できる設計とする。◇1  

 

 

 

 

自然現象及び人為事象に対して内的事象

を要因とする重大事故等へ対処する常設

重大事故等対処設備のうち安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設と兼用

する常設重大事故等対処設備は，当該設

備が地震，風（台風），竜巻，積雪，落

雷，火山の影響，凍結，高温，降水及び

航空機落下により機能が損なわれる場

合，代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理の

対応を行うこと又はこれらを適切に組み

合わせることにより，その機能を確保す

る。また，上記機能が確保できない場合

に備え，関連する工程を停止する等の手

順を整備する。◇1  

 

生物学的事象に対して屋外の常設重大事

故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動

物の侵入を考慮し，これら生物の侵入を

防止又は抑制できる設計とする。◇1  

 

 

 

 

森林火災に対して屋外の常設重大事故等

対処設備は，防火帯の内側に設置するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

 

また，森林火災からの輻射強度の影響

を考慮した場合においても，離隔距離の

確保等により，常設重大事故等対処設備

の重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。◇1  

ただし，内的事象を要因とする重大事

故等へ対処する常設重大事故等対処設備

のうち安全上重要な施設以外の安全機能

を有する施設と兼用する常設重大事故等

対処設備は，森林火災発生時に消防車に

よる事前散水による延焼防止を図るとと

もに代替設備により機能を損なわない設

計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物

に対して屋外の常設重大事故防止設備

は，侵入防止対策により重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるお

それのない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事

象の違い。MOX 燃料加工施

設では，森林火災を考慮す

ることとしているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い，

MOX 燃料加工施設では，内的

事象を要因として発生する重

大事故に対する設備を設計要

求から除外しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い，MOX

燃料加工施設では内的事象を要

因として発生する重大事故に対

する設備を設計要求から除外し

ているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。MOX 燃料加工施設では，

落雷を考慮することとしている

ため。 

【許可からの変更点】 

事前散水について火災防護計画に含めることを明確化。 

㉒(P30 から) 

㉛(P29 から) 

㊶(P8 から) 

【「等」の解説】 

離隔距離の確保等とは，防火

体の内側への設置，建屋によ

る防護であり添付書類で示す

ため，当該箇所では許可の記

載を用いた。 
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塩害に対して屋内の常設重大事故等対処

設備は，換気設備及び非管理区域換気空

調設備の給気系への除塩フィルタ及び粒

子フィルタの設置により，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計と

する。⑧-31 

また，屋外の常設重大事故等対処設備

は，屋外施設の塗装等による腐食防止対

策又は受電開閉設備の絶縁性の維持対策

により，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑧-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対

して屋外の常設重大事故等対処設備は，

機能を損なわない高さへの設置，被液防

護を行うことにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑧-33 

電磁的障害に対して常設重大事故等対処

設備は，重大事故等時においても電磁波

により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑧-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処

設備は，換気設備及び非管理区域の換気

空調設備の給気系への除塩フィルタの設

置により，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。⑧-31 

 

また，屋外の常設重大事故等対処設備

は，屋外施設の塗装等による腐食防止対

策又は受電開閉設備の絶縁性の維持対策

により，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑧-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対

して屋外の常設重大事故等対処設備は，

機能を損なわない高さへの設置，被液防

護を行うことにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑧-33 

電磁的障害に対して常設重大事故等対処

設備は，重大事故等時においても電磁波

により機能を損なわない設計とする。⑧

-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処

設備は，換気設備及び非管理区域の換気

空調設備の給気系への除塩フィルタの設

置により，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

また，屋外の常設重大事故等対処設備

は，屋外施設の塗装等による腐食防止対

策又は受電開閉設備の絶縁性の維持対策

により，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。◇1  

 

航空機落下については，三沢対地訓練

区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落

することを想定した防護設計の有無を踏

まえた航空機落下確率評価の結果，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設への航空機落下は考慮す

る必要がないことから，航空機落下に対

して屋外の常設重大事故等対処設備は，

設計上の考慮は不要とする。◇3  

 

有毒ガスについては，ＭＯＸ燃料加工

施設周辺の固定施設で発生する可能性の

ある有毒ガスとしては，六ヶ所ウラン濃

縮工場から漏えいする六ふっ化ウランが

加水分解して発生するふっ化ウラニル及

びふっ化水素を考慮するが，重大事故等

対処設備が有毒ガスにより影響を受ける

ことはないことから，有毒ガスに対して

屋外の常設重大事故等対処設備は，設計

上の考慮は不要とする。◇3  

 

敷地内における化学物質の漏えいにつ

いては，機能を損なわない高さへの設

置，被液防護を行うことにより，機能を

損なわない設計とする。◇1  

 

 

電磁的障害に対して常設重大事故等対処

設備は，重大事故等時においても電磁波

により機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

近隣工場等の火災，爆発については，

石油備蓄基地火災，再処理施設の還元ガ

ス製造建屋の水素ボンベ及び低レベル廃

棄物処理建屋のプロパンボンベ庫のプロ

パンボンベの爆発を考慮するが，石油備

蓄基地火災の影響は小さいこと，再処理

施設の還元ガス製造建屋及び低レベル廃

棄物処理建屋のプロパンボンベ庫からの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 電磁波による影響 

外部人為事象のうち重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象とし

て選定する電磁的障害に対しては，重大

事故等対処設備は，重大事故等時におい

ても電磁波により機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事

象の違い。MOX 燃料加工施

設では，敷地内の化学物質

漏えいを考慮することとし

ているため。 

⑦(P41 から) 

【許可からの変更点】 

常設重大事故等対処設備が塩害に対して機能

を損なわないために設ける設備を具体化。 
【「等」の解説】 

「塗装等」とは防食処理対策の

総称として示した記載であるこ

とから許可の記載を用いた。 

（以下同じ） 

㉓(P30 から) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象

の違い。MOX 燃料加工施設で

は塩害を考慮することとして

いるため。 
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離隔距離が確保されていることから，近

隣工場等の火災，爆発に対して屋外の常

設重大事故等対処設備は，設計上の考慮

は不要とする。◇3  

 

自然現象及び人為事象に対して内的事

象を要因とする重大事故等へ対処する常

設重大事故等対処設備のうち安全上重要

な施設以外の安全機能を有する施設と兼

用する常設重大事故等対処設備は，当該

設備が地震，風（台風），竜巻，積雪，

落雷，火山の影響，凍結，高温，降水及

び航空機落下により機能が損なわれる場

合，代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理の

対応を行うこと又はこれらを適切に組み

合わせることにより，その機能を確保す

る。また，上記機能が確保できない場合

に備え，関連する工程を停止する等の手

順を整備する。◇1  

 

地震に対して常設重大事故等対処設備

は，「イ．（ロ）（５）②重大事故等対

処施設の耐震設計」に記載する地震力に

よる荷重を考慮して，機能を損なわない

設計とする。◇1  

 

また，設計基準事故において想定した条

件より厳しい条件を要因とした外的事象

の地震に対して，地震を要因とする重大

事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する常設重大事故等対処設備

は，「イ.（ハ）（１）⑤地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とする。◇1  

 

 

津波に対して常設重大事故等対処設備

は，「イ．（ロ）（６）津波による損傷

の防止」に基づく設計とする。◇1  

 

 

 

落雷に対して外部電源系統からの電気

の供給の停止及び非常用所内電源設備か

らの電源の喪失（以下「全交流電源喪

失」という。）を要因とせずに発生する

重大事故等に対処する常設重大事故等対

処設備は，直撃雷及び間接雷を考慮した

設計を行う。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭(P23 へ) 

㉛(P26,27 へ) 

⑮(P23 へ) 

⑳(P25 へ) 

㉑(P26 へ) 
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直撃雷に対して，当該設備は当該設備

自体が構内接地網と連接した避雷設備を

有する設計とする又は構内接地網と連接

した避雷設備を有する建屋等に設置す

る。間接雷に対して，当該設備は雷サー

ジによる影響を軽減できる設計とする。

◇1  

 

 

電磁的障害に対して常設重大事故等対

処設備は，重大事故等時においても電磁

波により機能を損なわない設計とする。

◇1  

 

 

周辺機器等からの影響について，地震

に対して常設重大事故等対処設備は，当

該設備周辺の機器等からの波及的影響に

よって機能を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転

倒による損傷を考慮して，当該設備周辺

の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の

措置を行う。◇1  

 

 

想定する溢水量に対して常設重大事故等

対処設備は，機能を損なわない高さへの

設置，被水防護を行う。◇1  

 

 

火災に対して常設重大事故等対処設備

は，「イ．（ロ）（４）①ｂ．重大事故

等対処施設に対する火災及び爆発の防止

に関する設計」に基づく設計とする。◇1  

 

 

 

ただし，安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設と兼用する常設重大事故

等対処設備は，溢水，火災に対して，こ

れら事象による損傷を考慮して，代替設

備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修理の対応を行う

こと又はこれらを適切に組み合わせるこ

とにより，その機能を確保する。また，

上記機能が確保できない場合に備え，関

連する工程の停止等の手順を整備する。

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉒(P26,27 へ) 

㉓(P28 へ) 

⑯(P23 へ) 

⑰(P24 へ) 

⑱(P24 へ) 

⑲(P24 へ) 
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周辺機器等からの影響について常設重

大事故等対処設備は，内部発生飛散物に

対して当該設備周辺機器の回転機器の回

転羽の損壊による飛散物の影響を考慮

し，影響を受けない位置へ設置すること

により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑧-35 

 

 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，内部発生飛散物を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応

を行うこと，関連する工程の停止等又は

これらを適切に組み合わせることによ

り，機能を損なわない設計とする。代替

設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理の対応を行

うこと，関連する工程を停止すること等

については，保安規定に定めて，管理す

る。⑧-18 

 

常設重大事故等対処設備は，同時に発

生する可能性のある再処理施設における

重大事故等による建屋外の環境条件の影

響を受けない設計とする。⑧-36 

 

 

 

b． 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合における

温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考

慮し，その機能が有効に発揮できるよ

う，その設置場所(使用場所)及び保管場

所に応じた耐環境性を有する設計とす

る。⑧-37 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬

型重大事故等対処設備は，重大事故等時

における建屋等の環境温度，環境圧力を

考慮しても重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。⑧-38 

 

 

 

周辺機器等からの影響について常設重

大事故等対処設備は，内部発生飛散物に

対して当該設備周辺機器の回転機器の回

転羽の損壊による飛散物の影響を考慮

し，影響を受けない位置へ設置すること

により機能を損なわない設計とする。⑧

-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，同時に発

生する可能性のある再処理施設における

重大事故等による建屋外の環境条件の影

響を受けない設計とする。⑧-36 

 

 

 

ⅱ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合における

温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考

慮し，その機能が有効に発揮できるよ

う，その設置場所（使用場所）及び保管

場所に応じた耐環境性を有する設計とす

る。⑧-37 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬

型重大事故等対処設備は，重大事故等時

における建屋等の環境温度，環境圧力を

考慮しても機能を損なわない設計とす

る。⑧-38 

 

 

 

内部発生飛散物に対して常設重大事故等

対処設備は，当該設備周辺機器の回転機

器の回転羽の損壊により飛散物を発生さ

せる回転機器について回転体の飛散を防

止する設計とする。または，設計基準事

故に対処するための設備の安全機能と同

時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，位置的分散を図る。◇9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，同時に発

生する可能性のある再処理施設における

重大事故等による建屋外の環境条件の影

響を受けない設計とする。◇1  

 

 

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合における

温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考

慮し，その機能が有効に発揮できるよ

う，その設置場所（使用場所）及び保管

場所に応じた耐環境性を有する設計とす

る。◇1  

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬

型重大事故等対処設備は，重大事故等時

における建屋等の環境温度，環境圧力を

考慮しても機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  環境圧力、環境温度及び湿度に

よる影響、放射線による影響、屋外の天

候等による影響並びに荷重 

(中略) 
原子炉格納容器内の重大事故等対処設

備は，想定される重大事故等時における

原子炉格納容器内の環境条件を考慮した

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-18(P24 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の違い。MOX 燃料

加工施設では，周辺機器等からの影響として内

部発生飛散物を考慮することとしているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等の想定の違い。MOX 燃料

加工施設では，内的事象を要因とし

て発生する重大事故に対する設備を

設計要求から除外しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書において，

MOX 燃料加工施設特有の重大事

故に対する設計方針を記載して

いるため。 

⑧(P22 から) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設の特徴と

して，敷地内に他の事業の

施設（再処理施設）がある

ため。 
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重大事故等時に汽水を供給する系統へ

の影響に対して常時汽水を通水する又は

尾駮沼で使用する可搬型重大事故等対処

設備は，耐腐食性材料を使用する設計と

する。また，尾駮沼から直接取水する際

の異物の流入防止を考慮した設計とす

る。⑧-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震に対して可搬型重大事故等対処設

備は，「3.1 地震による損傷の防止」

に記載する地震力による荷重を考慮し

て，当該設備の落下防止，転倒防止，固

縛の措置を講ずる設計とする。⑧-40 

 

 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準

事故において想定した条件より厳しい条

件を要因とした外的事象の地震に対し

て，地震を要因とする重大事故等に対処

するために重大事故等時に機能を期待す

る可搬型重大事故等対処設備は，

「8.2.6 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とする。⑧-41 

 

 

さらに，当該設備周辺の機器等からの波

及的影響によって重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。ま

た，当該設備周辺の資機材の落下，転倒

による損傷を考慮して，当該設備周辺の

資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措

置を行う設計とする。⑧-42 

 

 

 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統へ

の影響に対して常時汽水を通水する又は

尾駮沼で使用する可搬型重大事故等対処

設備は，耐腐食性材料を使用する設計と

する。また，尾駮沼から直接取水する際

の異物の流入防止を考慮した設計とす

る。⑧-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震に対して可搬型重大事故等対処設

備は，当該設備の落下防止，転倒防止，

固縛の措置を講ずる。⑧-40 

 

 

 

 

また，設計基準事故において想定した条

件より厳しい条件を要因とした外的事象

の地震に対して，地震を要因とする重大

事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する可搬型重大事故等対処設

備は，「ロ．（ト）（２）②ｅ．地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とする。⑧-41 

 

 

 

また，当該設備周辺の機器等からの波及

的影響によって機能を損なわない設計と

するとともに，当該設備周辺の資機材の

落下，転倒による損傷を考慮して，当該

設備周辺の資機材の落下防止，転倒防

止，固縛の措置を行う。⑧-42 

 

 

 

 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統へ

の影響に対して常時汽水を通水する又は

尾駮沼で使用する可搬型重大事故等対処

設備は，耐腐食性材料を使用する設計と

する。また，尾駮沼から直接取水する際

の異物の流入防止を考慮した設計とす

る。◇1  

 

 

可搬型重大事故等対処設備の操作は，

設置場所で可能な設計とする。⑪-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震に対して可搬型重大事故等対処設

備は，当該設備の落下防止，転倒防止，

固縛の措置を講ずる。◇1  

 

 

 

 

また，設計基準事故において想定した条

件より厳しい条件を要因とした外的事象

の地震に対して，地震を要因とする重大

事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する可搬型重大事故等対処設

備は，「イ.（ハ）（１）⑤地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とする。◇1  

 

 

 

周辺機器等からの影響について，地震に

対して可搬型重大事故等対処設備は，当

該設備周辺の機器等からの波及的影響に

よって機能を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転

倒による損傷を考慮して，当該設備周辺

の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の

措置を行う。◇1  

 

 

(2) 海水を通水する系統への影響 

海水を通水する系統への影響に対して

は，常時海水を通水する，海に設置する

又は海で使用する安全施設及び重大事故

等対処設備は耐腐食性材料を使用する。

常時海水を通水するコンクリート構造物

については，腐食を考慮した設計とす

る。また，使用時に海水を通水する重大

事故等対処設備は，海水の影響を考慮し

た設計とする。 

 

 

また，海から直接取水する際の異物の

流入防止を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

(1)  環境圧力、環境温度及び湿度によ

る影響、放射線による影響、屋外の天候

等による影響並びに荷重 

(中略) 
また，地震による荷重を考慮して，機

能を損なわない設計とするとともに， 

可搬型重大事故等対処設備は，必要によ

り当該設備の落下防止，転倒防止及び固

縛の措置をとる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨(P23 から) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。MOX 燃料加工施設では

「設計基準より厳しい条件の要

因となる外的事象のうち地震」

を考慮しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象

の違い。MOX 燃料加工施設で

は周辺機器等からの影響を考

慮しているため。 

②(P40 から) 

㉔(P37 から) 

㉕(P37 から) 

㉖(P38 から) 

① (P41 から) 

㊴(P45 へ) 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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溢水及び火災に対して可搬型重大事故等

対処設備は，溢水に対しては想定する溢

水量に対して機能を損なわない高さへの

設置又は保管，被水防護を行うことによ

り，【⑧-43】火災に対しては，「8.2.7 

可搬型重大事故等対処設備の内部火災に

対する防護方針」に基づく火災防護を行

うことにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。⑧-

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波に対して可搬型重大事故等対処設

備の保管場所は，「3.2 津波による損

傷の防止」に示す津波による影響を受け

ない位置に保管する設計とする。⑧-45 

 

また，可搬型重大事故等対処設備の据

付けは，津波による影響を受けるおそれ

のない場所を選定することとし，使用時

に津波による影響を受けるおそれのある

場所に据付ける場合は，津波に対して重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。⑧-46 

 

風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，

積雪及び火山の影響に対して屋内の可搬

型重大事故等対処設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる建屋等内に保

管し，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑧-47 

 

 

 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風

(台風)及び竜巻に対して風(台風)及び竜

巻による風荷重を考慮し，必要により当

該設備又は当該設備を収納するものに対

して転倒防止，固縛等の措置を講じて保

管する設計とする。⑧-48 

 

 

 

溢水，火災に対して可搬型重大事故等対

処設備は，溢水に対しては想定する溢水

量に対して機能を損なわない高さへの設

置又は保管，被水防護を行うことによ

り，【⑧-43】火災に対しては，「ロ．

（ト）（２）②ｆ．可搬型重大事故等対

処設備の内部火災に対する防護方針」に

基づく火災防護を行うことにより，重大

事故等に対処するための機能を損なわな

い設計とする。⑧-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波に対して可搬型重大事故等対処設

備は，「ロ．（ヘ）耐津波構造」に基づ

く設計とする。⑧-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪及び火山の影響に対して屋内の

可搬型重大事故等対処設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる建屋等内

に保管し，重大事故等に対処するための

機能を損なわない設計とする。⑧-47 

 

 

 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風

（台風）及び竜巻に対して風（台風）及

び竜巻による風荷重を考慮し，必要によ

り当該設備又は当該設備を収納するもの

に対して転倒防止，固縛等の措置を講じ

て保管する設計とする。⑧-48 

 

 

 

 

想定する溢水量に対して可搬型重大事故

等対処設備は，機能を損なわない高さへ

の設置又は保管，被水防護を行う。◇1  

 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「イ.（ハ）（１）⑥可搬型重大事

故等対処設備の内部火災に対する防護方

針」に基づく火災防護を行う。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「イ．（ロ）（６）津波による損傷

の防止」に基づく設計とする。◇1  

 

【第 26 条】 

(ロ) 安全機能を有する施設 

(６) 津波による損傷の防止 

なお，可搬型重大事故等対処設備の据

付けは，使用時に津波による影響を受け

るおそれのない場所を選定する。⑧-46 

 

 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，火山の影響，生物学的事象，

森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガ

ス，敷地内における化学物質の漏えい，

近隣工場等の火災，爆発に対して可搬型

重大事故等対処設備は，建屋等に保管

し，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる設計とする。◇9  

 

風（台風）及び竜巻に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，風（台風）及

び竜巻による風荷重を考慮し，必要によ

り当該設備又は当該設備を収納するもの

に対して転倒防止，固縛等の措置を講じ

て保管する設計とする。◇1  

 

 

(4)周辺機器等からの悪影響 

 
(中略) 
溢水に対しては，重大事故等対処設備

は，想定される溢水により機能を損なわ

ないように，重大事故等対処設備の設置

区画の止水対策等を実施する。 

 

 

地震起因以外の火災による影響に対し

ては，重大事故等対処設備は，火災発生

防止，感知・消火による火災防護対策を

行うことで，また，地震起因以外の溢水

による影響に対しては，想定する重大事

故等対処設備の破損等により生じる溢水

に対する防護対策を行うことで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

(4)周辺機器等からの悪影響 

 

(中略) 
地震による荷重を含む耐震設計について

は，「2.1 地震による損傷の防止」

に，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）による荷重を含む耐津波設計につ

いては，「2.2 津波による損傷の防

止」に，火災防護については，「3.1 

火災による損傷の防止」に基づく設計と

し，それらの事象による波及的影響によ

り重大事故等に対処するために必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の重大事故等対処設備について

は，風（台風）及び竜巻による風荷重の

影響に対し，風荷重を考慮すること，又

は位置的分散を考慮した設置若しくは保

管により，機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(P42 から) 

㉘(P38 から) 

㉙(P37 から) 

㉗(P38 から) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

風荷重に対する設計方針の違

い。MOX 燃料加工施設では，転

倒防止，固縛等の措置を講ずる

こととしている。なお、位置的

分散については，「共通要因故

障」の項目で記載している。 

④(P43 から) 

㊽(P42 から) 

第 7条，第 28 条津波による

損傷の防止に係る設計(3.2 

津波による損傷の防止) と

のつながりとして記載 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では，他の設備に悪影

響を及ぼさないことを目的と

した施設内保管を記載してい

るが，「8.2.4 環境条件

等」では機能を損なわないこ

とを目的とした設計を記載し

ているため，該当する発電炉

の記載は無い。 

【許可からの変更点】 

可搬型重大事故等対処設備の

津波に対する設計の考え方

（保管場所，使用時の据付）

について明確化した。 
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ただし，固縛する屋外の可搬型重大事

故等対処設備のうち，地震時の移動を考

慮して地震後の機能を維持する設備は，

余長を有する固縛で拘束することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 外部からの衝撃による損傷の防

止 

(中略) 
(1) 自然現象 a. 竜巻 (b) 竜巻に

対する影響評価及び竜巻防護対策 

(中略) 
屋外の重大事故等対処設備は，浮き上

がり若しくは横滑りを拘束することによ

り，悪影響を防止する設計とする。 

ただし，浮き上がり又は横滑りを拘束

する車両等の重大事故等対処設備のう

ち，地震時の移動等を考慮して地震後の

機能を維持する設備は，重大事故等に対

処するために必要な機能を損なわないよ

う，余長を有する固縛で拘束する。 

 

 

位置的分散については，同じ機能を有

する他の重大事故等対処設備（設計基準

事故対処設備を兼ねている重大事故等対

処設備も含む。）と 100 m 以上の離隔距

離を確保した保管場所を定めて保管する

ことにより，竜巻により同じ機能を有す

る設備が同時に機能喪失することの防止

を図る設計とする。 

 

ただし，同じ機能を有する重大事故等対

処設備がない設備については，竜巻によ

って 1 台が損傷したとしても必要数を

満足し，機能が損なわれないよう，予備

も含めて分散させるとともに，原子炉格

納容器，使用済燃料プール及びこれらの

設備が必要となる事象の発生を防止する

設計基準事故対処設備，重大事故等対処

設備を内包する原子炉建屋等から 100 m

以上の離隔距離を確保した保管場所を定

めて保管する設計とする。 

 

運用として，竜巻が襲来して，個々の

設備が損傷した場合は，発電用原子炉の

停止を含めた対応を速やかにとることと

し，この運用について，保安規定に定め

る。 

 

屋外の重大事故等対処設備は，風（台

風）及び竜巻による風荷重を考慮し浮き

上がり又は横滑りによって，設計基準事

故対処設備や同じ機能を有する他の重大

事故等対処設備に衝突し，損傷させるこ

とのない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
㉜ (P15 へ) 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「8.2.2 共通要因故障に対する考

慮等」において④-2(P13)に記載し

ている。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設は，工程停止を含めた対応につ

いて，竜巻のみに対してではないため，記載が異

なる。（内的事象を要因とする重大事故等へ対処

する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設

重大事故等対処設備に対する工程停止を含めた対

応については，「8.2.2 共通要因故障に対する考

慮等」（②-8，P6）にて記載している。） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

「8.2.2 共通要因故障に対する考

慮等」において④-2(P13)に記載し

ている。 

【許可からの変更点】 

屋外の可搬型重大事故等対処設備の

うち，地震時の移動を考慮して地震

後の機能を維持する設備に対する固

縛の基本方針について明確化した。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，積雪荷重及び

降下火砕物による積載荷重を考慮し，損

傷防止措置として除雪，除灰及び屋内へ

の配備を実施することにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわないよ

う維持する設計とする。除雪，除灰及び

屋内への配備を実施することについて

は，保安規定に定めて，管理する。⑧-

49 

 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，凍結防止対

策，高温防止対策及び防水対策により，

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。⑧-50 

 

 

 

 

 

 

 

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせ

ずに発生する重大事故等に対処する可搬

型重大事故等対処設備は，直撃雷を考慮

した設計とする。⑧-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，積雪荷重及び

降下火砕物による積載荷重を考慮し，損

傷防止措置として除雪，除灰及び屋内へ

の配備を実施することにより，重大事故

等に対処するための機能を損なわないよ

う維持する。⑧-49 

 

 

 

 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，凍結防止対

策，高温防止対策及び防水対策により，

重大事故等に対処するための機能を損な

わない設計とする。⑧-50 

 

 

 

 

 

 

 

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせ

ずに発生する重大事故等に対処する可搬

型重大事故等対処設備は，直撃雷を考慮

した設計を行う。⑧-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積雪及び火山の影響に対して屋外の可

搬型重大事故等対処設備は，積雪に対し

ては除雪する手順を，火山の影響（降下

火砕物による積載荷重）に対しては除灰

及び屋内への配備を実施する手順を整備

する。◇1  

 

 

 

 

 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，凍結防止対

策，高温防止対策及び防水対策により，

機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

落雷に対して，全交流電源喪失を要因と

せずに発生する重大事故等に対処する可

搬型重大事故等対処設備は，直撃雷を考

慮した設計を行う。◇1  

 

 

悪影響防止のための固縛については，

位置的分散とあいまって，浮き上がり又

は横滑りによって設計基準事故対処設備

や同じ機能を有する他の重大事故等対処

設備に衝突し，損傷させることのない設

計とするとともに，重大事故等発生時の

初動対応時間を確保するために，固縛装

置の設置箇所数を可能な限り少なくする

設計とする。 

 

固縛装置の設計は，風荷重による浮き

上がり又は横滑りの荷重並びに保管場所

を踏まえて固縛の要否を決定し，固縛が

必要な場合は，発生する風荷重に耐える

設計とする。 

なお，固縛が必要とされた重大事故等

対処設備のうち車両型の設備について

は，耐震設計に影響を与えることがない

よう，固縛装置の連結材に適切な余長を

持たせた設計とする。 

 

積雪及び火山の影響については，必要

により除雪及び降下火砕物の除去等の措

置を講じる。この運用について，保安規

定に定めて，管理する。 

屋外の重大事故等対処設備は，重大事

故等時において，万が一，使用中に機能

を喪失した場合であっても，可搬型重大

事故等対処設備によるバックアップが可

能となるよう，位置的分散を考慮して可

搬型重大事故等対処設備を複数保管する

設計とする。 

 

原子炉格納容器内の安全施設及び重大

事故等対処設備は，設計基準事故等及び

重大事故等時に想定される圧力，温度等

に対して，格納容器スプレイ水による影

響を考慮しても，その機能を発揮できる

設計とする。 

 

安全施設及び重大事故等対処設備にお

いて，主たる流路の機能を維持できるよ

う，主たる流路に影響を与える範囲につ

いて，主たる流路と同一又は同等の規格

で設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。MOX 燃料加工施設では，

落雷を考慮しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件としての考慮の違

い。発電炉では屋外の天候と

して凍結及び降水を考慮して

いるが，MOX 燃料加工施設では

環境条件として凍結及び降水

に加えて高温を考慮している

ため。 

【許可からの変更点】 

積雪及び火山に対する方針につ

いて保安規定に定めることを明

確化。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本内容は，位置的分散

に関する内容であるこ

とから別項目「8.2.2 

共通要因故障に対する

考慮等」にて記載する

こととしたため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設で

は，該当する施設が

ないため。 

㉚(P38 から) 

㊱(P16 へ) 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本内容は，耐震設計の

具体であり，添付書類

に記載する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設の重

大事故等対処設備の

主たる流路は，独立

した設計であること

から，影響を与える

範囲は明確であるた

め。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

直撃雷に対して，構内接地網と連接した

避雷設備で防護される範囲内に保管する

又は構内接地網と連接した避雷設備を有

する建屋等に保管することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。⑧-52 

 

 

 

生物学的事象に対して可搬型重大事故等

対処設備は，鳥類，昆虫類，小動物及び

水生植物の付着又は侵入を考慮し，これ

ら生物の侵入を防止又は抑制することに

より，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑧-53 

 

 

森林火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は，防火帯の内側に保管することに

より，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑧-54 

 

 

また，森林火災からの輻射強度の影響を

考慮した場合においても，離隔距離の確

保等により，可搬型重大事故等対処設備

の重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。⑧-55 

 

 

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対

処設備は，換気設備及び非管理区域換気

空調設備の給気系への除塩フィルタ及び

粒子フィルタの設置により，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。⑧-56 

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，屋外施設の塗装等による腐食防止対

策又は絶縁性の維持対策により，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。⑧-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直撃雷に対して，構内接地網と連接した

避雷設備で防護される範囲内に保管する

又は構内接地網と連接した避雷設備を有

する建屋等に保管することにより，重大

事故等に対処するための機能を損なわな

い設計とする。⑧-52 

 

 

 

生物学的事象に対して可搬型重大事故等

対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の

侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止

又は抑制することにより，重大事故等に

対処するための機能を損なわない設計と

する。⑧-53 

 

 

森林火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は，防火帯の内側に保管することに

より，重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。⑧-54 

 

 

また，森林火災からの輻射強度の影響を

考慮した場合においても，離隔距離の確

保等により，可搬型重大事故等対処設備

の重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。⑧-55 

 

 

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対

処設備は，換気設備及び非管理区域の換

気空調設備の給気系への除塩フィルタの

設置により，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。⑧-56 

 

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，屋外施設の塗装等による腐食防止対

策又は絶縁性の維持対策により，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。⑧-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直撃雷に対して，構内接地網と連接した

避雷設備で防護される範囲内に保管する

又は構内接地網と連接した避雷設備を有

する建屋等に保管することにより，重大

事故等に対処するための機能を損なわな

い設計とする。◇1  

 

 

 

生物学的事象に対して屋外の可搬型重大

事故等対処設備は，鳥類，昆虫類，小動

物及び水生植物の付着又は侵入【⑧-

53】を考慮し，これら生物の侵入を防止

又は抑制できる設計とする。◇1  

 

 

 

森林火災に対して屋外の可搬型重大事故

等対処設備は，防火帯の内側に保管する

ことにより，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

 

また，森林火災からの輻射強度の影響を

考慮した場合においても，離隔距離の確

保等により，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

 

 

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対

処設備は，換気設備及び非管理区域の換

気空調設備の給気系への除塩フィルタの

設置により，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。◇1  

 

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，屋外施設の塗装等による腐食防止対

策又は絶縁性の維持対策により，機能を

損なわない設計とする。◇1  

 

航空機落下については，三沢対地訓練

区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落

することを想定した防護設計の有無を踏

まえた航空機落下確率評価の結果，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設への航空機落下は考慮す

る必要がないことから，航空機落下に対

して屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，設計上の考慮は不要とする。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物学的事象のうちクラゲ等の海生生

物からの影響を受けるおそれのある常設

重大事故防止設備は，侵入防止対策によ

り重大事故等に対処するための必要な機

能が損なわれるおそれのない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の

違い。MOX 燃料加工施設では，

落雷を考慮しているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象

の違い。MOX 燃料加工施設で

は，塩害を考慮しているた

め。 

【許可からの変更点】 

可搬型重大事故等対処設備が

塩害に対して機能を損なわな

いために設ける設備を具体

化。 

㉚(P38 から) 

当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象

の違い。MOX 燃料加工施設で

は，森林火災を考慮している

ため。 

㊷(P8 から) 

【「等」の解説】 

「離隔距離の確保等」とは事前

に離隔距離を確保した場所に設

置することの他，必要に応じて

移動する運用も含めて離隔距離

を確保する手段の総称であり，

許可の記載を用いた。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対

して屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，機能を損なわない高さへの設置，被

液防護を行うことにより，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計と

する。⑧-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対

して屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，機能を損なわない高さへの設置，被

液防護を行うことにより，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計と

する。⑧-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有毒ガスについては，ＭＯＸ燃料加工

施設周辺の固定施設で発生する可能性の

ある有毒ガスとしては，六ヶ所ウラン濃

縮工場から漏えいする六ふっ化ウランが

加水分解して発生するふっ化ウラニル及

びふっ化水素を考慮するが，重大事故等

対処設備が有毒ガスにより影響を受ける

ことはないことから，有毒ガスに対して

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設

計上の考慮は不要とする。◇3  

 

敷地内における化学物質の漏えいにつ

いては，屋外の可搬型重大事故等対処設

備は，機能を損なわない高さへの設置，

被液防護を行うことにより，機能を損な

わない設計とする。◇1  

 

近隣工場等の火災，爆発については，

石油備蓄基地火災，再処理施設の還元ガ

ス製造建屋の水素ボンベ及び低レベル廃

棄物処理建屋のプロパンボンベ庫のプロ

パンボンベの爆発を考慮するが，石油備

蓄基地火災の影響は小さいこと，再処理

施設の還元ガス製造建屋及び低レベル廃

棄物処理建屋のプロパンボンベ庫からの

離隔距離が確保されていることから，近

隣工場等の火災，爆発に対して屋外の可

搬型重大事故等対処設備は，設計上の考

慮は不要とする。◇3  

地震に対して可搬型重大事故等対処設

備は，当該設備の落下防止，転倒防止，

固縛の措置を講ずる。◇1  

 

また，設計基準事故において想定した

条件より厳しい条件を要因とした外的事

象の地震に対して，地震を要因とする重

大事故等に対処するために重大事故等時

に機能を期待する可搬型重大事故等対処

設備は，「イ.（ハ）（１）⑤地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とする。◇1  

 

 

津波に対して可搬型重大事故等対処設

備は，「イ．（ロ）（６）津波による損

傷の防止」に基づく設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象

の違い。MOX 燃料加工施設で

は，敷地内の化学物質漏えい

を考慮しているため。 

㉕(P32 へ) 

㉙(P33 へ) 

㉔(P32 へ) 
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電磁的障害に対して可搬型重大事故等対

処設備は，重大事故等時においても電磁

波により重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。⑧-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響について可搬型

重大事故等対処設備は，内部発生飛散物

に対して当該設備周辺機器の回転機器の

回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮

し，影響を受けない位置へ保管すること

により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。⑧-60 

 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に

発生する可能性のある再処理施設におけ

る重大事故等による建屋外の環境条件の

影響を受けない設計とする。⑧-61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対

処設備は，重大事故等時においても電磁

波により機能を損なわない設計とする。

⑧-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響について可搬型

重大事故等対処設備は，内部発生飛散物

に対して当該設備周辺機器の回転機器の

回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮

し，影響を受けない位置へ保管すること

により機能を損なわない設計とする。⑧

-60 

 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に

発生する可能性のある再処理施設におけ

る重大事故等による建屋外の環境条件の

影響を受けない設計とする。⑧-61 

落雷に対して，全交流電源喪失を要因

とせずに発生する重大事故等に対処する

可搬型重大事故等対処設備は，直撃雷を

考慮した設計を行う。直撃雷に対して，

構内接地網と連接した避雷設備で防護さ

れる範囲内に保管する又は構内接地網と

連接した避雷設備を有する建屋等に保管

することにより，重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等

対処設備は，重大事故等時においても電

磁波により，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

 

周辺機器等からの影響について，地震

に対して可搬型重大事故等対処設備は，

当該設備周辺の機器等からの波及的影響

によって機能を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，

転倒による損傷を考慮して，当該設備周

辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛

の措置を行う。◇1  

 

 

想定する溢水量に対して可搬型重大事

故等対処設備は，機能を損なわない高さ

への設置又は保管，被水防護を行う。◇1  

 

 

 

火災に対して可搬型重大事故等対処設

備は，「イ.（ハ）（１）⑥可搬型重大

事故等対処設備の内部火災に対する防護

方針」に基づく火災防護を行う。◇1  

 

 

内部発生飛散物に対して可搬型重大事故

等対処設備は，当該設備周辺機器の回転

機器の回転羽の損壊による飛散物により

設計基準事故に対処するための設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，位置的分散を図る。◇1  

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に

発生する可能性のある再処理施設におけ

る重大事故等による建屋外の環境条件の

影響を受けない設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 電磁波による影響 

外部人為事象のうち重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象とし

て選定する電磁的障害に対しては，重大

事故等対処設備は，重大事故等時におい

ても電磁波により機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設の特徴として，

敷地内に他の事業の施設（再処

理施設）があるため。 

⑦(P41 から) ㉚(P35 へ) 

㉖(P32 へ) 

㉗(P33 へ) 

㉘(P33 へ) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件として考慮する事象の違い。MOX 燃料加工施設では，周

辺機器等からの影響として内部発生飛散物を考慮しているため。 
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(ｃ) 重大事故等時における環境条件 

重大事故等時の温度，圧力の影響とし

て，以下の条件を考慮しても機能を喪失

することはなく，必要な機能を有効に発

揮することができる設計とする。重大事

故等時の環境条件は以下のとおり。重大

事故等時における環境温度，環境圧力，

湿度及び放射線を添５第 29 表に示す。

◇3  

 

ⅰ．閉じ込める機能の喪失に対処するた

めの設備 

火災の発生による温度，圧力の上昇を

考慮し，以下を使用条件とする。 

(ⅰ) 温度 

グローブボックス内：16℃～450℃ 

工程室内     ：16℃～

100℃ 

工程室外     ：５℃～45℃ 

(ⅱ) 圧力 

グローブボックス内：-400Pa～600Pa 

工程室内     ：-160Pa～

200Pa 

工程室外     ：-100Pa～大

気圧◇3  

(ｄ) 自然現象等による条件 

自然現象及び人為事象（故意によるも

のを除く。）に対しては以下に示す条件

において，機能を喪失することはなく，

必要な機能を有効に発揮することができ

る設計とする。◇3  

・地震については，「イ．（ロ）

（５）②重大事故等対処施設の耐震設

計」に基づく地震力を考慮する。また，

設計基準事故において想定した条件より

厳しい条件を要因とした外的事象の地震

に対して，地震を要因とする重大事故等

に対処するために重大事故等時に機能を

期待する重大事故等対処設備は，「イ．

（ハ）（１）⑤地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく

地震力を考慮する。◇3  

・津波については，津波による影響を

受けない標高約 50ｍから約 55ｍ及び海

岸からの距離約４km から約５km の位置

に設置，保管することから，設計上の考

慮は不要である。◇3  

・風（台風）については， 大風速

41.7ｍ/s を考慮する。◇3  

・竜巻については， 大風速 100ｍ/s

を考慮する。◇3  
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・凍結及び高温については， 低気温

（-15.7℃）及び 高気温（34.7℃）を

考慮する。◇3  

・降水については， 大１時間降水量

（67.0mm）を考慮する。◇3  

・積雪については， 深積雪量

（190cm）を考慮する。◇3  

・落雷については， 大雷撃電流

（270kＡ）を考慮する。◇3  

・火山の影響については，降下火砕物

の積載荷重として層厚 55cm，密度 1.3g/

㎥を，また，降下火砕物の侵入による閉

塞を考慮する。◇3  

・生物学的事象については，鳥類，昆

虫類，小動物及び水生植物の付着又は侵

入を考慮する。◇3  

・森林火災については，敷地周辺の植

生を考慮する。◇3  

・塩害については，海塩粒子の飛来を

考慮するが，再処理事業所の敷地は海岸

から約４km 離れており，また，短期的

に影響を及ぼすものではなく，その影響

は小さいと考えられる。◇3  

自然現象の組合せについては，風（台

風）及び積雪，積雪及び竜巻，積雪及び

火山の影響，積雪及び地震，風（台風）

及び火山の影響，風（台風）及び地震を

想定し，屋外に設置する常設重大事故等

対処設備はその荷重を考慮する。◇3  

・有毒ガスについては，ＭＯＸ燃料加

工施設周辺の固定施設で発生する可能性

のある有毒ガスとしては，六ヶ所ウラン

濃縮工場から漏えいする六ふっ化ウラン

が加水分解して発生するふっ化ウラニル

及びふっ化水素を考慮するが，重大事故

等対処設備が有毒ガスにより影響を受け

ることはない。◇3  

・敷地内における化学物質の漏えいに

ついては，再処理事業所内で運搬する硝

酸及び液体二酸化窒素の屋外での運搬又

は受入れ時の漏えいを考慮する。重大事

故等対処設備が化学物質により影響を受

けることはないが，屋外の重大事故等対

処設備は保管に際して漏えいに対する高

さを考慮する。◇3  

・電磁的障害については，電磁波の影

響を考慮する。◇3  

・近隣工場等の火災，爆発について

は，石油備蓄基地火災，再処理施設の還

元ガス製造建屋の水素ボンベ及び低レベ

ル廃棄物処理建屋のプロパンボンベ庫の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 海水を通水する系統への影響 

海水を通水する系統への影響に対して

は，常時海水を通水する，海に設置する

又は海で使用する安全施設及び重大事故

等対処設備は耐腐食性材料を使用する。

常時海水を通水するコンクリート構造物

については，腐食を考慮した設計とす

る。また，使用時に海水を通水する重大

事故等対処設備は，海水の影響を考慮し

た設計とする。 

原則，淡水を通水するが，海水も通水

する可能性のある重大事故等対処設備

は，可能な限り淡水を優先し，海水通水

を短期間とすることで，設備への海水の

影響を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②(P22,32 へ) 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故対処におい

て MOX 燃料加工施設

は，海水を通水する

ことがないことか

ら，発電炉特有の記

載としている。 
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プロパンボンベの爆発を考慮するが，石

油備蓄基地火災の影響は小さいこと，再

処理施設の還元ガス製造建屋及び低レベ

ル廃棄物処理建屋のプロパンボンベ庫か

らの離隔距離が確保されていることか

ら，重大事故等対処設備が影響を受ける

ことはない。◇3  

・航空機落下については，三沢対地訓

練区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜

落することを想定した防護設計の有無を

踏まえた航空機落下確率評価の結果，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設への航空機落下は考慮

する必要がないことから，重大事故等対

処設備が航空機落下により影響を受ける

ことはない。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，海から直接取水する際の異物の流

入防止を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

（３） 電磁波による影響 

外部人為事象のうち重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象とし

て選定する電磁的障害に対しては，重大

事故等対処設備は，重大事故等時におい

ても電磁波により機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

（４） 周辺機器等からの悪影響 

 

重大事故等対処設備は，事故対応のた

めに配置・配備している自主対策設備を

含む周辺機器等からの悪影響により機能

を損なわない設計とする。周辺機器等か

らの悪影響としては，自然現象，外部人

為事象，火災及び溢水による波及的影響

を考慮する。 

このうち，地震以外の自然現象及び外

部人為事象による波及的影響に起因する

周辺機器等からの悪影響により，それぞ

れ重大事故等に対処するための必要な機

能を損なうおそれがないように，常設重

大事故等対処設備は，設計基準事故対処

設備と位置的分散を図り設置する。ま

た，可搬型重大事故等対処設備は，設計

基準事故対処設備の配置も含めて常設重

大事故等対処設備と位置的分散を図ると

ともに，その機能に応じて，全てを一つ

の保管場所に保管することなく，複数の

保管場所に分散配置する。 

重大事故等対処設備及び資機材等は，

竜巻による風荷重が作用する場合におい

ても，重大事故等に対処するための必要

な機能に悪影響を及ぼさないように，浮

き上がり又は横滑りにより飛散しない設

計とするか，当該保管エリア以外の重大

事故等対処設備に衝突し，損傷させない

位置に保管する設計とする。位置的分散

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦(P28,38 へ) 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本記載については，「8.2.2 共通要

因故障に対する考慮等」及び「8.2.4 

環境条件等」にてそれぞれの事象に

対して記載しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本記載については，「8.2.2 共通

要因故障に対する考慮等」にてそれ

ぞれの事象に対して記載しているた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本記載については，「8.2.2 共通要

因故障に対する考慮等」にてそれぞ

れの事象に対して記載しているた

め。 

①(P32 へ) 
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については「5.1.2 多様性，位置的分

散等」に示す。 

 

 

溢水に対しては，重大事故等対処設備

は，想定される溢水により機能を損なわ

ないように，重大事故等対処設備の設置

区画の止水対策等を実施する。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，地震の

波及的影響により，重大事故等に対処す

るための必要な機能を損なわないよう

に，設計基準事故対処設備の配置も含め

て常設重大事故等対処設備と位置的分散

を図り，その機能に応じて，すべてを一

つの保管場所に保管することなく，複数

の保管場所に分散配置する。 

また，屋内の可搬型重大事故等対処設

備は，油内包機器による地震随伴火災の

影響や，水又は蒸気内包機器による地震

随伴溢水の影響によりその機能を喪失し

ない場所に保管するとともに，屋外の可

搬型重大事故等対処設備は，地震により

生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は

揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮

き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設

構造物の損壊等の影響により必要な機能

を喪失しない位置に保管する設計とす

る。 

 

地震による影響に対しては，重大事故

等対処設備は，地震により他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とし，また，地震

により火災源又は溢水源とならない設計

とする。常設重大事故等対処設備につい

ては耐震設計を行い，可搬型重大事故等

対処設備については，横滑りを含めて地

震による荷重を考慮して機能を損なわな

い設計とすることにより，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

地震起因以外の火災による影響に対し

ては，重大事故等対処設備は，火災発生

防止，感知・消火による火災防護対策を

行うことで，また，地震起因以外の溢水

による影響に対しては，想定する重大事

故等対処設備の破損等により生じる溢水

に対する防護対策を行うことで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(P24,33 へ) 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本記載については，「8.2.2 共通要

因故障に対する考慮等」にてそれぞ

れの事象に対して記載しているた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

本記載における設計は，耐震設計そ

のものであり，「3.1 地震による損

傷の防止」及び「8.2.6 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に示す設計の結果，他の設

備に悪影響を及ぼさないことは自明

であるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設は，地震

起因以外で溢水源になり

得る重大事故等対処設備

がないため。 

㊽(P24,33 へ) 
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(2) 重大事故等対処設備の設置場所 

 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

及び復旧作業に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置

等により当該設備の設置場所で操作可能

な設計，放射線の影響を受けない異なる

区画若しくは離れた場所から遠隔で操作

可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊急

時対策所及び再処理施設の中央制御室で

操作可能な設計とする。⑨-1 

 

 

 

(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置

場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合において

も設置及び常設設備との接続に支障がな

いように，線量率の高くなるおそれの少

ない設置場所の選定，当該設備の設置場

所への遮蔽の設置等により当該設備の設

置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有

する緊急時対策所及び再処理施設の中央

制御室で操作可能な設計により，当該設

備の設置及び常設設備との接続が可能な

設計とする。⑩-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 重大事故等対処設備の設置場所 

 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

及び復旧作業に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置

等により当該設備の設置場所で操作可能

な設計，放射線の影響を受けない異なる

区画若しくは離れた場所から遠隔で操作

可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊急

時対策所及び再処理施設の中央制御室で

操作可能な設計とする。⑨-1 

 

 

 

(ｃ) 可搬型重大事故等対処設備の設置

場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合において

も設置及び常設設備との接続に支障がな

いように，線量率の高くなるおそれの少

ない設置場所の選定，当該設備の設置場

所への遮蔽の設置等により当該設備の設

置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有

する緊急時対策所及び再処理施設の中央

制御室で操作可能な設計により，当該設

備の設置及び常設設備との接続が可能な

設計とする。⑩-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．重大事故等対処設備の設置場所 

 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

及び復旧作業に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の設

置，放射線防護具類等により当該設備の

設置場所で操作可能な設計，放射線の影

響を受けない異なる区画若しくは離れた

場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮

蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理

施設の中央制御室で操作可能な設計とす

る。◇1  

 

 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の設置場

所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合において

も設置及び常設設備との接続に支障がな

いように，線量率の高くなるおそれの少

ない設置場所の選定，当該設備の設置場

所への遮蔽の設置，放射線防護具類等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計，遮蔽設備を有する緊急時対策所及び

再処理施設の中央制御室で操作可能な設

計により，当該設備の設置及び常設設備

との接続が可能な設計とする。◇1  

 

地震による荷重を含む耐震設計につい

ては，「2.1 地震による損傷の防止」

に，津波（敷地に遡上する津波を含

む。）による荷重を含む耐津波設計につ

いては，「2.2 津波による損傷の防

止」に，火災防護については，「3.1 

火災による損傷の防止」に基づく設計と

し，それらの事象による波及的影響によ

り重大事故等に対処するために必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

 

（５） 設置場所における放射線 

 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

及び復旧作業に支障がないように，放射

線量の高くなるおそれの少ない設置場所

の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の

設置等により当該設備の設置場所で操作

可能な設計，放射線の影響を受けない異

なる区画若しくは離れた場所から遠隔で

操作可能な設計，又は中央制御室遮蔽区

域内である中央制御室から操作可能な設

計とする。 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合において

も設置及び常設設備との接続に支障がな

いように，放射線量の高くなるおそれの

少ない設置場所の選定，当該設備の設置

場所への遮蔽の設置等により，当該設備

の設置及び常設設備との接続が可能な設

計とする。 

 

 

 

 

(6) 冷却材の性状 

安全施設及び重大事故等対処設備は，系

統外部から異物が流入する可能性のある

系統に対しては，ストレーナ等を設置す

ることにより，その機能を有効に発揮で

きる設計とする。  
 

【「等」の解説】 

「遮蔽の設置等」の指す内容

は放射線の影響対策の総称と

して示した記載であり保安規

定で示すため当該箇所では許

可の記載を用いた。(以下同

じ) 

④(P24,33 へ) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設は，冷却

材を使用する系統の設備

がないため。 
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8.2.5   操作性及び試験・検査性 

(1)  操作性の確保 

重大事故等対処設備は，手順書の整

備，訓練・教育により，想定される重大

事故等が発生した場合においても，確実

に操作でき，事業変更許可申請書「六 

加工施設において核燃料物質が臨界状態

になることその他の事故が発生した場合

における当該事故に対処するために必要

な施設及び体制の整備に関する事項」ロ

で考慮した要員数と想定時間内で，アク

セスルートの確保を含め重大事故等に対

処できる設計とする。これらの運用に係

る体制，管理等については，保安規定に

定めて，管理する。⑪ 

 

 

 

ａ．操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

を確実なものとするため，重大事故等に

おける条件を考慮し，操作する場所にお

いて操作が可能な設計とする。⑪-1 

 

操作する全ての設備に対し，十分な操

作空間を確保するとともに，確実な操作

ができるよう，必要に応じて操作足場を

設置する。また，防護具，可搬型照明は

重大事故等時に迅速に使用できる場所に

配備することを保安規定に定めて，管理

する。⑪-2 

 

現場操作において工具を必要とする場

合は，一般的に用いられる工具又は専用

の工具を用いて，確実に作業ができる設

計とする。工具は，作業場所の近傍又は

アクセスルートの近傍に保管できる設計

とする。可搬型重大事故等対処設備は運

搬・設置が確実に行えるよう，人力又は

車両等による運搬，移動ができるととも

に，必要により設置場所にてアウトリガ

の張出し又は輪留めによる固定等が可能

な設計とする。⑪-3 

 

現場の操作スイッチは，非常時対策組

織要員の操作性を考慮した設計とする。

また，電源操作が必要な設備は，感電防

止のため露出した充電部への近接防止を

考慮した設計とする。⑪-4 

 

ｄ．操作性及び試験・検査性 

(ａ) 操作性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

を確実なものとするため，重大事故等に

おける条件を考慮し，操作する場所にお

いて操作が可能な設計とする。⑪-1 

 

操作する全ての設備に対し，十分な操

作空間を確保するとともに，確実な操作

ができるよう，必要に応じて操作足場を

設置する。また，防護具，可搬型照明は

重大事故等時に迅速に使用できる場所に

配備する。⑪-2 

 

 

現場操作において工具を必要とする場

合は，一般的に用いられる工具又は専用

の工具を用いて，確実に作業ができる設

計とする。工具は，作業場所の近傍又は

アクセスルートの近傍に保管できる設計

とする。可搬型重大事故等対処設備は運

搬・設置が確実に行えるよう，人力又は

車両等による運搬，移動ができるととも

に，必要により設置場所にてアウトリガ

の張出し又は輪留めによる固定等が可能

な設計とする。⑪-3 

 

現場の操作スイッチは，非常時対策組

織要員の操作性を考慮した設計とする。

また，電源操作が必要な設備は，感電防

止のため露出した充電部への近接防止を

考慮した設計とする。⑪-4 

 

④ 操作性及び試験・検査性 

ａ．操作性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ａ) 操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

を確実なものとするため，重大事故等時

における環境条件を考慮し，操作する場

所において操作が可能な設計とする。◇1  

 

操作する全ての設備に対し，十分な操

作空間を確保するとともに，確実な操作

ができるよう，必要に応じて操作足場を

設置する。また，防護具，可搬型照明は

重大事故等時に迅速に使用できる場所に

配備する。◇1  

 

 

現場操作において工具を必要とする場

合は，一般的に用いられる工具又は専用

の工具を用いて，確実に作業ができる設

計とする。工具は，作業場所の近傍又は

アクセスルートの近傍に保管できる設計

とする。可搬型重大事故等対処設備は運

搬・設置が確実に行えるよう，人力又は

車両等による運搬，移動ができるととも

に，必要により設置場所にてアウトリガ

の張出し又は輪留めによる固定等が可能

な設計とする。◇1  

 

現場の操作スイッチは非常時対策組織

要員の操作性を考慮した設計とする。ま

た，電源操作が必要な設備は，感電防止

のため露出した充電部への近接防止を考

慮した設計とする。◇1  

 

５．１．６ 操作性及び試験・検査性 

(1) 操作性の確保 

重大事故等対処設備は，手順書の整

備，訓練・教育により，想定される重大

事故等が発生した場合においても，確実

に操作でき，設置変更許可申請書「十 

発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他

の事故が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び体制の

整備に関する事項」ハで考慮した要員数

と想定時間内で，アクセスルートの確保

を含め重大事故等に対処できる設計とす

る。これらの運用に係る体制，管理等に

ついては，保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作

を確実なものとするため，重大事故等時

の環境条件を考慮し，操作が可能な設計

とする。 

 

重大事故等対処設備は，操作する全て

の設備に対し，十分な操作空間を確保す

るとともに，確実な操作ができるよう，

必要に応じて操作足場を設置する。ま

た，防護具，可搬型照明等は重大事故等

時に迅速に使用できる場所に配備する。 

 

 

現場操作において工具を必要とする場

合は，一般的に用いられる工具又は専用

の工具を用いて，確実に作業ができる設

計とする。工具は，作業場所の近傍又は

アクセスルートの近傍に保管できる設計

とする。可搬型重大事故等対処設備は運

搬，設置が確実に行えるように，人力又

は車両等による運搬，移動ができるとと

もに，必要により設置場所にてアウトリ

ガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能な設計とする。 

 

現場の操作スイッチは運転員等の操作

性を考慮した設計とする。また，電源操

作が必要な設備は，感電防止のため露出

した充電部への近接防止を考慮した設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「体制，管理等」とは，保安規

定に定めて管理する対象の総称

として示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「車両等」とは重量物を取り扱

う機器の総称として示した記載

であることから許可の記載を用

いた。 

【「等」の解説】 

「固定等」とは設置を確実に行

うための手段の総称として示し

た記載であることから許可の記

載を用いた。 

【許可からの変更点】 

想定される重大事故等が発生し

た場合における重大事故等対処

設備の設計については， 

事業変更許可申請書「七 変更

後における加工施設において事

故が発生した場合における当該

事故に対処するために必要な施

設及び体制の整備に関する説明

書」ハに基づく設計とすること

を明確化。 

また，これらの運用に係る体

制，管理等を保安規定に定める

ことを明確化。 
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現場において人力で操作を行う弁等

は，手動操作が可能な設計とする。⑪-5 

 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接

続，フランジ接続又はより簡便な接続方

式等，接続方式を統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に接続が可能な

設計とする。⑪-6 

 

現場操作における誤操作防止のために

重大事故等対処設備には識別表示を設置

する設計とする。⑪-7 

 

また，重大事故等に対処するために迅

速な操作を必要とする機器は，必要な時

間内に操作できるように中央監視室での

操作が可能な設計とする。制御盤の操作

器具は非常時対策組織要員の操作性を考

慮した設計とする。⑪-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定される重大事故等において操作す

る重大事故等対処設備のうち動的機器

は，その作動状態の確認が可能な設計と

する。⑪-9 

 

 

ｂ．系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途

(安全機能を有する施設としての用途等)

以外の用途として重大事故等に対処する

ために使用する設備は，通常時に使用す

る系統から速やかに切替操作が可能なよ

うに，系統に必要な弁等を設ける設計と

する。⑫-1 

 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設

備との接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備

と接続するものについては，容易かつ確

実に接続でき，かつ，複数の系統が相互

現場において人力で操作を行う弁等

は，手動操作が可能な設計とする。⑪-5 

 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接

続，フランジ接続又はより簡便な接続方

式等，接続方式を統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に接続が可能な

設計とする。⑪-6 

 

現場操作における誤操作防止のために

重大事故等対処設備には識別表示を設置

する設計とする。⑪-7 

 

また，重大事故等に対処するために迅

速な操作を必要とする機器は，必要な時

間内に操作できるように中央監視室での

操作が可能な設計とする。制御盤の操作

器具は非常時対策組織要員の操作性を考

慮した設計とする。⑪-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定される重大事故等において操作す

る重大事故等対処設備のうち動的機器

は，その作動状態の確認が可能な設計と

する。⑪-9 

 

 

ⅱ．系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途

（安全機能を有する施設としての用途

等）以外の用途として重大事故等に対処

するために使用する設備は，通常時に使

用する系統から速やかに切替操作が可能

なように，系統に必要な弁等を設ける設

計とする。⑫-1 

 

ⅲ．可搬型重大事故等対処設備の常設設

備との接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備

と接続するものについては，容易かつ確

実に接続でき，かつ，複数の系統が相互

現場において人力で操作を行う弁等

は，手動操作が可能な設計とする。◇1  

 

現場での接続操作は，ボルト･ネジ接

続，フランジ接続又はより簡便な接続方

式等，接続方式を統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に接続が可能な

設計とする。◇1  

 

現場操作における誤操作防止のために

重大事故等対処設備には識別表示を設置

する設計とする。◇1  

 

また，重大事故等に対処するために迅

速な操作を必要とする機器は，必要な時

間内に操作できるように中央監視室での

操作が可能な設計とする。制御盤の操作

器具は非常時対策組織要員の操作性を考

慮した設計とする。◇1  

 

常設重大事故等対処設備の操作は，燃

料加工建屋の中央監視室又は設置場所で

可能な設計とする。⑪-8 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備の操作は，

設置場所で可能な設計とする。⑪-8 

 

 

 

想定される重大事故等において操作す

る重大事故等対処設備のうち動的機器

は，その作動状態の確認が可能な設計と

する。◇1  

 

 

(ｂ) 系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途

（安全機能を有する施設としての用途

等）以外の用途として重大事故等に対処

するために使用する設備は，通常時に使

用する系統から速やかに切替操作が可能

なように，系統に必要な弁等を設ける設

計とする。◇1  

 

(ｃ) 可搬型重大事故等対処設備の常

設設備との接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備

と接続するものについては，容易かつ確

実に接続でき，かつ，複数の系統が相互

現場において人力で操作を行う弁は，

手動操作が可能な設計とする。 

 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接

続，フランジ接続又はより簡便な接続方

式等，接続方式を統一することにより，

確実に接続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，重大事故等に対処するために迅

速な操作を必要とする機器は，必要な時

間内に操作できるように中央制御室での

操作が可能な設計とする。制御盤の操作

器は運転員の操作性を考慮した設計とす

る。 

 

操作は中央制御室，異なる区画若しく

は離れた場所又は設置場所で可能な設計

とする。 

 

 

 

操作は中央制御室，離れた場所又は設

置場所で可能な設計とする。  

 

 

 

想定される重大事故等において操作す

る重大事故等対処設備のうち動的機器に

ついては，その作動状態の確認が可能な

設計とする。 

 

 

 

重大事故等対処設備のうち，本来の用

途以外の用途として重大事故等に対処す

るために使用する設備は，通常時に使用

する系統から速やかに切替操作が可能な

ように，系統に必要な弁等を設ける設計

とする。 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備

と接続するものについては，容易かつ確

実に接続できるように，ケーブルはボル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

操作性に係る設計方針の違い。

MOX 燃料加工施設では，誤操作

防止のための識別表示を設置す

ることとしているため。 

【「等」の解説】 

「より簡便な接続方式等」とは

ボルト・ネジ接続，フランジ接

続以外の接続方式の手段の総称

として示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。 

㊳(P24 から) 

㊴(P32 から) 

【「等」の解説】 

「弁等」の指す内容は手動弁，

ダンパなどであり，系統図で示

すため当該箇所では許可の記載

を用いた。(以下同じ) 

㊸(P23 から) 

㊹(P25 から) 
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に使用することができるよう，ケーブル

はボルト・ネジ接続又はより簡便な接続

方式を用いる設計とし，ダクト・ホース

は口径並びに内部流体の圧力及び温度等

の特性に応じたフランジ接続又はより簡

便な接続方式を用いる設計とする。ま

た，同一ポンプを接続するホースは，流

量に応じて口径を統一すること等によ

り，複数の系統での接続方式を考慮した

設計とする。⑬-1 

 

 

ｄ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内

通路の確保 

想定される重大事故等が発生した場合

において，可搬型重大事故等対処設備の

保管場所から設置場所への運搬及び接続

場所への敷設，又は他の設備の被害状況

を把握するため，再処理事業所内の屋外

道路及び屋内通路をアクセスルートとし

て確保できるよう，以下の設計とする。

⑭-1 

 

アクセスルートは，環境条件として考

慮した事象を含め，自然現象，人為事

象，溢水，火災を考慮しても，運搬，移

動に支障をきたすことのないよう，迂回

路も考慮して複数のアクセスルートを確

保する設計とする。⑭-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセスルートに対する自然現象につ

いては，重大事故等時における敷地及び

その周辺での発生の可能性，アクセスル

ートへの影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間余裕の観点から，アクセ

スルートに影響を与えるおそれがある事

象として，地震，津波(敷地に遡上する

津波を含む。)，洪水，風(台風)，竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象及び森林火災を選定す

る。⑭-3 

 

 

 

に使用することができるよう，ケーブル

はボルト・ネジ接続又はより簡便な接続

方式を用いる設計とし，ダクト・ホース

は口径並びに内部流体の圧力及び温度等

の特性に応じたフランジ接続又はより簡

便な接続方式を用いる設計とする。ま

た，同一ポンプを接続するホースは，流

量に応じて口径を統一すること等によ

り，複数の系統での接続方式を考慮した

設計とする。⑬-1 

 

 

ⅳ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内

通路の確保 

想定される重大事故等が発生した場合

において，可搬型重大事故等対処設備の

保管場所から設置場所への運搬及び接続

場所への敷設，又は他の設備の被害状況

を把握するため，再処理事業所内の屋外

道路及び屋内通路をアクセスルートとし

て以下の設計により確保する。⑭-1 

 

 

アクセスルートは，環境条件として考

慮した事象を含め，自然現象，人為事

象，溢水，火災を考慮しても，運搬，移

動に支障をきたすことのないよう，迂回

路も考慮して複数のアクセスルートを確

保する。⑭-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセスルートに対する自然現象につ

いては，重大事故等時における敷地及び

その周辺での発生の可能性，アクセスル

ートへの影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間余裕の観点から，アクセ

スルートに影響を与えるおそれがある事

象として，地震，津波（敷地に遡上する

津波を含む。），洪水，風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象及び森林火災を選定す

る。⑭-3 

 

 

 

に使用することができるよう，ケーブル

はボルト・ネジ接続又はより簡便な接続

方式を用いる設計とし，ダクト・ホース

は口径並びに内部流体の圧力及び温度等

の特性に応じたフランジ接続又はより簡

便な接続方式を用いる設計とする。ま

た，同一ポンプを接続するホースは，流

量に応じて口径を統一すること等によ

り，複数の系統での接続方式を考慮した

設計とする。◇1  

 

 

(ｄ) 再処理事業所内の屋外道路及び屋

内通路の確保 

想定される重大事故等が発生した場合

において，可搬型重大事故等対処設備の

保管場所から設置場所への運搬及び接続

場所への敷設，又は他の設備の被害状況

を把握するため，再処理事業所内の屋外

道路及び屋内通路をアクセスルートとし

て以下の設計により確保する。◇1  

 

 

アクセスルートは，環境条件として考

慮した事象を含め，自然現象，人為事

象，溢水，火災を考慮しても，運搬，移

動に支障をきたすことのないよう，迂回

路も考慮して複数確保する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセスルートに対する自然現象につ

いては，地震，津波（敷地に遡上する津

波を含む。）に加え，敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国内外

の基準や文献等に基づき収集した洪水，

風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，

積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物

学的事象，森林火災，塩害等の事象を考

慮する。【◇10】その上で，これらの事象

のうち，重大事故等時における敷地及び

その周辺での発生の可能性，アクセスル

ートへの影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間余裕の観点から，アクセ

スルートに影響を与えるおそれがある事

ト・ネジ接続又はより簡便な接続方式等

を用い，配管は配管径や内部流体の圧力

によって，大口径配管又は高圧環境にお

いてはフランジを用い，小口径配管かつ

低圧環境においてはより簡便な接続方式

等を用いる設計とする。窒素ボンベ，空

気ボンベ，タンクローリ等については，

各々専用の接続方式を用いる。 

また，同一ポンプを接続する配管は口

径を統一することにより，複数の系統で

の接続方式の統一も考慮する。 

 

 

 

想定される重大事故等が発生した場合

において，可搬型重大事故等対処設備が

移動・運搬できるため，また，他の設備

の被害状況を把握するため，発電所内の

道路及び通路が確保できるよう，以下の

設計とする。 

 

 

 

屋外及び屋内において，アクセスルー

トは，自然現象，外部人為事象，溢水及

び火災を想定しても，運搬，移動に支障

をきたすことのないよう，迂回路も考慮

して複数のアクセスルートを確保する設

計とする。 

 

なお，想定される重大事故等の収束に

必要となる屋外アクセスルートは，基準

津波の影響を受けない防潮堤内に，基準

地震動Ｓｓ及び敷地に遡上する津波の影

響を受けないルートを少なくとも 1つ確

保する設計とする。 

 

屋外及び屋内アクセスルートに影響を

与えるおそれがある自然現象として，地

震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設の屋外アク

セスルートは，⑭-9(P48)の

とおり基準地震動Ｓｓに対

し迂回路も考慮して複数の

アクセスルートを確保する

設計としているため。 

【許可からの変更点】 

事故時に実施するアクセスルー

トの確保（運用）と，設計の内

容を明確化したことを記載。 

【「等」の解説】 

「内部流体の圧力及び温度等」

とは内部流体の特性の総称とし

て示した記載であることから許

可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「流量に応じて口径を統一するこ

と等」とは，複数の系統での接続

方式の統一手段の総称として示し

た記載であり，許可の記載を用い

た。 
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アクセスルートに対する人為事象につ

いては，重大事故等時における敷地及び

その周辺での発生の可能性，アクセスル

ートへの影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間余裕の観点から，アクセ

スルートに影響を与えるおそれのある事

象として選定する航空機落下，敷地内に

おける化学物質の漏えい，電磁的障害，

近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，

船舶の衝突及び故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムに対して，迂回

路も考慮した複数のアクセスルートを確

保する設計とする。⑭-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝

突については立地的要因により設計上考

慮する必要はない。落雷及び電磁的障害

に対しては，道路面が直接影響を受ける

ことはないことからアクセスルートへの

影響はない。生物学的事象に対しては，

容易に排除可能なため，アクセスルート

への影響はない。⑭-5 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，「3.1 地

震による損傷の防止」にて考慮する地震

の影響(周辺構造物等の損壊，周辺斜面

の崩壊及び道路面のすべり)，その他自

然現象による影響(風(台風)及び竜巻に

よる飛来物，積雪並びに火山の影響)及

び人為事象による影響(航空機落下，爆

発)を想定し，複数のアクセスルートの

中から状況を確認し，早急に復旧可能な

アクセスルートを確保するため，障害物

を除去可能なホイールローダを使用す

る。ホイールローダは，必要数として３

台に加え，予備として故障時及び点検保

 

 

 

 

 

 

アクセスルートに対する人為事象につ

いては，重大事故等時における敷地及び

その周辺での発生の可能性，アクセスル

ートへの影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間余裕の観点から，アクセ

スルートに影響を与えるおそれのある事

象として選定する航空機落下，敷地内に

おける化学物質の漏えい，電磁的障害，

近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，

船舶の衝突及び故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムに対して，迂回

路も考慮した複数のアクセスルートを確

保する設計とする。⑭-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，「ロ．

（ホ）（２）重大事故等対処施設の耐震

設計」にて考慮する地震の影響（周辺構

造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路

面のすべり），その他自然現象による影

響（風（台風）及び竜巻による飛来物，

積雪並びに火山の影響）及び人為事象に

よる影響（航空機落下，爆発）を想定

し，複数のアクセスルートの中から状況

を確認し，早急に復旧可能なアクセスル

ートを確保するため，障害物を除去可能

なホイールローダを３台使用する。ホイ

ールローダは，必要数として３台に加

象として，地震，津波（敷地に遡上する

津波を含む。），洪水，風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象及び森林火災を選定す

る。◇1  

 

アクセスルートに対する人為事象につ

いては，国内外の文献等から抽出し，さ

らに事業許可基準規則の解釈第９条に示

される飛来物（航空機落下），有毒ガ

ス，敷地内における化学物質の漏えい，

電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，

ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムを

考慮する。【◇10】その上で，これらの事

象のうち，重大事故等時における敷地及

びその周辺での発生の可能性，アクセス

ルートへの影響度，事象進展速度や事象

進展に対する時間余裕の観点から，アク

セスルートに影響を与えるおそれのある

事象として選定する航空機落下，敷地内

における化学物質の漏えい，電磁的障

害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩

壊，船舶の衝突及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムに対して，

迂回路も考慮した複数のアクセスルート

を確保する設計とする。◇1  

 

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝

突については立地的要因により設計上考

慮する必要はない。落雷及び電磁的障害

に対しては，道路面が直接影響を受ける

ことはないことからアクセスルートへの

影響はない。生物学的事象に対しては，

容易に排除可能なため，アクセスルート

への影響はない。⑭-5 

 

 

屋外のアクセスルートは，「イ．

（ロ）（５）②重大事故等対処施設の耐

震設計」にて考慮する地震の影響（周辺

構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道

路面のすべり），その他自然現象による

影響（風（台風）及び竜巻による飛来

物，積雪並びに火山の影響）及び人為事

象による影響（航空機落下，爆発）を想

定し，複数のアクセスルートの中から状

況を確認し，早急に復旧可能なアクセス

ルートを確保するため，障害物を除去可

能なホイールローダを３台使用する。ホ

イールローダは，必要数として３台に加

 

 

 

 

 

 

屋外及び屋内アクセスルートに対する

外部人為事象については，屋外アクセス

ルートに影響を与えるおそれがある事象

として選定する飛来物（航空機落下），

爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載

した車両，有毒ガス，船舶の衝突，電磁

的障害及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムに対して，迂回路も

考慮した複数のアクセスルートを確保す

る設計とする。 

 

屋外アクセスルートは，自然現象のう

ち凍結，森林火災，外部人為事象のうち

飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場

等の火災，危険物を搭載した車両，有毒

ガス及び船舶の衝突に対しては，迂回路

も考慮した複数のアクセスルートを確保

する設計とする。 

 

 

 

 

電磁的障害に対しては，道路面が直接

影響を受けることはないことからアクセ

スルートへの影響はない。 

 

落雷に対しては，道路面が直接影響を

受けることはないため，さらに生物学的

事象に対しては，容易に排除可能なた

め，アクセスルートへの影響はない。 

 

 

 屋外アクセスルートに対する地震によ

る影響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面

の崩壊及び道路面のすべり），その他自

然現象（風（台風）及び竜巻による飛来

物，積雪並びに火山の影響）による影響

を想定し，複数のアクセスルートの中か

ら状況を確認し，早期に復旧可能なアク

セスルートを確保するため，障害物を除

去可能なホイールローダを 2台（予備 3

台）保管，使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「周辺構造物等」とは，地震の

影響により損壊し屋外のアクセ

スルートを阻害しうる構築物の

総称として示した記載であるこ

とから許可の記載を用いた。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

アクセスルートに対して影

響がない事象として，洪

水，ダムの崩壊及び船舶の

衝突を記載しているため。 

㊺(P48 から) 

㊻(P48 から) 

【許可からの変更点等】 

本基本設計方針は，ホイールロ

ーダを使用することによりアク

セスルートを確保する設計とす

ることを示しており，ホイール

ローダの具体的な必要数につい

ては，次頁(48/65)に記載する基

本設計方針にて示すことから，

台数の記載を削除した。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
守による待機除外時のバックアップを４

台，合計７台を保有数とし，分散して保

管する設計とする。⑭-6 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，地震による

屋外タンクからの溢水及び降水に対して

は，道路上への自然流下も考慮した上

で，通行への影響を受けない箇所に確保

する設計とする。⑭-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，「3.1 地震

による損傷の防止」にて考慮する地震の

影響による周辺斜面の崩壊及び道路面の

すべりで崩壊土砂が広範囲に到達するこ

とを想定した上で，ホイールローダによ

り崩壊箇所を復旧する又は迂回路を確保

する設計とする。⑭-9 

不等沈下等に伴う段差の発生が想定さ

れる箇所においては，段差緩和対策を行

う設計とする。⑭-10 

 

 

え，予備として故障時及び点検保守によ

る待機除外時のバックアップを４台，合

計７台を保有数とし，分散して保管する

設計とする。⑭-6 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，地震による

屋外タンクからの溢水及び降水に対して

は，道路上への自然流下も考慮した上

で，通行への影響を受けない箇所に確保

する設計とする。⑭-7 

 

敷地外水源の取水場所及び取水場所へ

の屋外のアクセスルートに遡上するおそ

れのある津波に対しては，津波警報の解

除後に対応を開始する。なお，津波警報

の発令を確認時にこれらの場所において

対応中の場合に備え，非常時対策組織要

員及び可搬型重大事故等対処設備を一時

的に退避する手順を整備する。⑭-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，「ロ．

（ホ）（２）重大事故等対処施設の耐震

設計」にて考慮する地震の影響による周

辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊

土砂が広範囲に到達することを想定した

上で，ホイールローダにより崩壊箇所を

復旧する又は迂回路を確保する。⑭-9 

また，不等沈下等に伴う段差の発生が

想定される箇所においては，段差緩和対

策を行う設計とし，ホイールローダによ

り復旧する。⑭-10 

 

え，予備として故障時及び点検保守によ

る待機除外時のバックアップを４台，合

計７台を保有数とし，分散して保管する

設計とする。◇1  

 

 

 

屋外のアクセスルートは，地震による

屋外タンクからの溢水及び降水に対して

は，道路上への自然流下も考慮した上

で，通行への影響を受けない箇所に確保

する設計とする。◇1  

 

敷地外水源の取水場所及び取水場所へ

の屋外のアクセスルートに遡上するおそ

れのある津波に対しては，津波警報の解

除後に対応を開始する。なお，津波警報

の発令を確認時にこれらの場所において

対応中の場合に備え，非常時対策組織要

員及び可搬型重大事故等対処設備を一時

的に退避する手順を整備する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，「イ．

（ロ）（５）②重大事故等対処施設の耐

震設計」にて考慮する地震の影響による

周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩

壊土砂が広範囲に到達することを想定し

た上で，ホイールローダにより崩壊箇所

を復旧するか又は迂回路を確保する。ま

た，不等沈下等に伴う段差の発生が想定

される箇所においては，段差緩和対策を

行う設計とし，ホイールローダにより復

旧する。◇1  

 

 

 

 

なお，東海発電所の排気筒の短尺化及

びサービス建屋減築等によりアクセスル

ートへの影響を防止する設計とする。 

 

また，地震による屋外タンクからの溢

水及び降水に対しては，道路上への自然

流下も考慮した上で，通行への影響を受

けない箇所にアクセスルートを確保する

設計とする。 

 

津波の影響については，敷地に遡上す

る津波による遡上高さに対して十分余裕

を見た高さに高所のアクセスルートを確

保する設計とする。 

 

 

 

 

また，高潮に対しては，通行への影響

を受けない敷地高さにアクセスルートを

確保する設計とする。 

 

屋外アクセスルートは，自然現象のう

ち凍結，森林火災，外部人為事象のうち

飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場

等の火災，危険物を搭載した車両，有毒

ガス及び船舶の衝突に対しては，迂回路

も考慮した複数のアクセスルートを確保

する設計とする。 

 

落雷に対しては，道路面が直接影響を

受けることはないため，さらに生物学的

事象に対しては，容易に排除可能なた

め，アクセスルートへの影響はない。 

 

 

屋外アクセスルートは，地震の影響に

よる周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり

で崩壊土砂が広範囲に到達することを想

定した上で，ホイールローダによる崩壊

箇所の復旧又は迂回路の通行を行うこと

で，通行性を確保できる設計とする。 

 

また，不等沈下等に伴う段差の発生が

想定される箇所においては，段差緩和対

策等を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

東海発電所特有の事情

による方針であるため 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設は

海岸約 5km，標高約

50m に位置すること

から，津波の影響に

ついて考慮する必要

がないため。 

㊺(P47 へ) 

㊻(P47 へ) 

○53 (P50 へ) 

○54 (P50 へ) 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設は海岸約 5km、標

高約 50m に位置することから、高

潮の影響について考慮する必要が

ないため。 

○60 (P50 へ) 

○61 (P50 へ) 

【「等」の解説】 

「不等沈下等」の指す内容は敷地下斜面のすべ

り，液状化又は揺すり込みによる不等沈下などで

あり，添付書類で示すため当該箇所では許可の記

載を用いた。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
屋外のアクセスルートは，考慮すべき

自然現象のうち凍結及び積雪に対して，

車両はタイヤチェーン等を装着すること

により通行性を確保できる設計とする。 

⑭-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内のアクセスルートは，「3.1  地

震による損傷の防止」の地震を考慮した

建屋等に複数確保する設計とする。⑭-

14 

 

屋内のアクセスルートは，津波に対し

て立地的要因によりアクセスルートへの

影響はない。⑭-15 

 

屋内のアクセスルートは，自然現象及

び人為事象として選定する風(台風)，竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象，森林火災，塩

害，航空機落下，敷地内における化学物

質の漏えい，近隣工場等の火災，爆発，

有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部

屋外のアクセスルートは，考慮すべき

自然現象のうち凍結及び積雪に対して，

道路については融雪剤を配備し，車両に

ついてはタイヤチェーン等を装着するこ

とにより通行性を確保できる設計とす

る。⑭-11 

 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対し

ては，必要に応じて薬品防護具の着用に

より通行する。⑭-12 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき

自然現象及び人為事象のうち森林火災及

び近隣工場等の火災に対しては，消防車

による初期消火活動を行う手順を整備す

る。⑭-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内のアクセスルートは，「ロ．

（ホ）（２）重大事故等対処施設の耐震

設計」の地震を考慮した建屋等に複数確

保する設計とする。⑭-14 

 

 

 

 

 

屋内のアクセスルートは，自然現象及

び人為事象として選定する風（台風），

竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，

火山の影響，生物学的事象，森林火災，

塩害，航空機落下，敷地内における化学

物質の漏えい，近隣工場等の火災，爆

発，有毒ガス及び電磁的障害に対して，

屋外のアクセスルートは，考慮すべき

自然現象のうち凍結及び積雪に対して，

道 路については融雪剤を配備し，車両

についてはタイヤチェーン等を装着する

ことにより通行性を確保できる設計とす

る。◇1  

 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対し

ては，必要に応じて薬品防護具の着用に

より通行する。【◇1 】なお，融雪剤の配

備等については，「添付書類七 ハ．

（イ）（１)②アクセスルートの確保」

に示す。◇5  

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき

自然現象及び人為事象のうち森林火災及

び近隣工場等の火災に対しては，消防車

による初期消火活動を行う手順を整備す

る。◇1  

 

大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他テロリズムによる大

規模損壊時の消火活動等については，

「添付書類七 ハ．（ロ）大規模な自然

災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムへの対応における事

項」に示す。◇4  

屋外のアクセスルートの地震発生時に

おける，火災の発生防止対策（可燃物を

収納した容器の固縛による転倒防止）及

び火災の拡大防止対策（大量の可燃物を

内包する変圧器の防油堤の設置）につい

ては，「火災防護計画」に定める。◇8  

 

屋内のアクセスルートは，「イ．

（ロ）（５）②重大事故等対処施設の耐

震設計」の地震を考慮した建屋等に複数

確保する設計とする。◇1  

 

屋内のアクセスルートは，津波に対し

て立地的要因によりアクセスルートへの

影響はない。⑭-15 

 

屋内のアクセスルートは，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害，航空機落下，敷地内におけ

る化学物質の漏えい，近隣工場等の火

災，爆発，有毒ガス及び電磁的障害に対

して，外部からの衝撃による損傷の防止

屋外アクセスルートは，自然現象のう

ち凍結及び積雪に対して，道路について

は融雪剤を配備し，車両についてはタイ

ヤチェーン等を装着することにより通行

性を確保できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内アクセスルートは，自然現象とし

て選定する津波（敷地に遡上する津波を

含む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮による影響に対

して，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建屋内に確保する設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○56 (P51 へ) 

○57 (P51 へ) 

○55 (P51 へ) 

【「等」の解説】 

「タイヤチェーン等」とは凍結

又は積雪時の車両の通行性を確

保するための手段の総称として

示した記載であることから許可

の記載を用いた。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設は

海岸約 5km，標高約

50m に位置すること

から，津波の影響

について考慮する

必要がないため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設は

海岸約 5km，標高約

50m に位置すること

から，津波の影響に

ついて考慮する必要

がないため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

アクセスルートにおいて考慮

する事象の違い。MOX 燃料加

工施設では，高温，塩害，電

磁的障害についても考慮する

こととしているため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

アクセスルートに係る設計

方針の違い。MOX 燃料加工施

設では，屋内のアクセスル

ートの地震に対する設計方

針を定めているため。 

○62 (P51 へ) 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（50/65） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
からの衝撃による損傷の防止が図られた

建屋等内に確保する設計とする。⑭-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所内の屋外道路及び屋内通

路を確保するために，上記の設計に加

え，以下を保安規定に定めて，管理す

る。 

・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ

又は二又川取水場所Ａ(以下「敷地外水

源」という。)の取水場所及び取水場所

への屋外のアクセスルートに遡上するお

それのある津波に対しては，津波警報の

解除後に対応を開始すること。また，津

波警報の発令を確認時にこれらの場所に

おいて対応中の場合に備え，非常時対策

組織要員及び可搬型重大事故等対処設備

を一時的に退避すること。⑭-8 

・屋外のアクセスルートは，「3.1 地

震による損傷の防止」にて考慮する地震

の影響による周辺斜面の崩壊，道路面の

すべりによる崩壊土砂及び不等沈下等に

伴う段差の発生が想定される箇所におい

ては，ホイールローダにより復旧するこ

と。 

 

 

 

 

 

外部からの衝撃による損傷の防止が図ら

れた建屋等内に確保する設計とする。⑭

-16 

 

 

 

 

 

屋内のアクセスルートにおいては，機

器からの溢水に対してアクセスルートで

の非常時対策組織要員の安全を考慮した

防護具を着用する。また，地震時に通行

が阻害されないように，アクセスルート

上の資機材の落下防止，転倒防止及び固

縛の措置並びに火災の発生防止対策を実

施する。⑭-17 

 

 

屋外及び屋内のアクセスルートにおい

ては，被ばくを考慮した放射線防護具の

配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用する。また，夜間及び停電時

の確実な運搬や移動のため可搬型照明を

配備する。⑭-18 

 

 

 

 

 

敷地外水源の取水場所及び取水場所へ

の屋外のアクセスルートに遡上するおそ

れのある津波に対しては，津波警報の解

除後に対応を開始する。なお，津波警報

の発令を確認時にこれらの場所において

対応中の場合に備え，非常時対策組織要

員及び可搬型重大事故等対処設備を一時

的に退避する手順を整備する。⑭-8 

 

 

屋外のアクセスルートは，「ロ．

（ホ）（２）重大事故等対処施設の耐震

設計」にて考慮する地震の影響による周

辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊

土砂が広範囲に到達することを想定した

上で，ホイールローダにより崩壊箇所を

復旧する又は迂回路を確保する。⑭-9 

また，不等沈下等に伴う段差の発生が

想定される箇所においては，段差緩和対

策を行う設計とし，ホイールローダによ

り復旧する。⑭-10 

 

が図られた建屋等内に確保する設計とす

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

屋内のアクセスルートにおいては，機

器からの溢水に対してアクセスルートで

の非常時対策組織要員の安全を考慮した

防護具を着用する。また，地震時に通行

が阻害されないように，アクセスルート

上の資機材の落下防止，転倒防止及び固

縛の措置並びに火災の発生防止対策を実

施する。【◇1 】万一通行が阻害される場

合は迂回する又は乗り越える。◇9  

 

屋外及び屋内のアクセスルートにおい

ては，被ばくを考慮した放射線防護具の

配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用する。また，夜間及び停電時

の確実な運搬や移動のため可搬型照明を

配備する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

屋内アクセスルートは，外部人為事象

として選定する飛来物（航空機落下），

爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載

した車両，有毒ガス及び船舶の衝突に対

して，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建屋内に確保する設計とす

る。 

屋内アクセスルートの設定に当たって

は，油内包機器による地震随伴火災の影

響や，水又は蒸気内包機器による地震随

伴溢水の影響を考慮するとともに，迂回

路を含む複数のルート選定が可能な配置

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波の影響については，敷地に遡上す

る津波による遡上高さに対して十分余裕

を見た高さに高所のアクセスルートを確

保する設計とする。 

 

 

 

 

 

屋外アクセスルートは，地震の影響に

よる周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり

で崩壊土砂が広範囲に到達することを想

定した上で，ホイールローダによる崩壊

箇所の復旧又は迂回路の通行を行うこと

で，通行性を確保できる設計とする。 

 

また，不等沈下等に伴う段差の発生が

想定される箇所においては，段差緩和対

策等を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○58 (P51 へ) 

○59 (P51 へ) 

○53 (P48 から) 

○54 (P48 から) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設の立地的特徴

から津波の影響が考えられる範

囲が取水場所及び取水場所への

屋外のアクセスルートに限定さ

れることに加え，重大事故等対

処の特徴としてこれらの場所で

要員が活動するため。 

○63 (P51 へ) 

○60 (P48 から) 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設は

海岸約 5km，標高約

50m に位置すること

から，津波の影響

について考慮する

必要がないため。 

○61 (P48 から) 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設

は，立地的特徴か

ら，船舶の衝突の

影響について考慮

する必要がないた

め。 

【許可からの変更点】 

敷地外水源の定義を明確化。 

【許可からの変更点】 

運用に係る事項をまとめて記載

することとした。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（51/65） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき

自然現象のうち凍結及び積雪に対して，

道路については，融雪剤を配備するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

・敷地内における化学物質の漏えいに対

して薬品防護具を配備し，必要に応じて

着用すること。 

 

 

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき

自然現象及び人為事象のうち森林火災及

び近隣工場等の火災に対しては，消防車

による初期消火活動を行うこと。⑭-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・屋内のアクセスルートにおいては，機

器からの溢水を考慮し，防護具を配備

し，必要に応じて着用すること。また，

地震時に通行が阻害されないように，ア

クセスルート上の資機材の落下防止，転

倒防止及び固縛の措置並びに火災の発生

防止対策を実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・屋外及び屋内のアクセスルートにおい

ては，被ばくを考慮した放射線防護具の

配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用すること。また，夜間及び停

電時の確実な運搬や移動のため可搬型照

明を配備すること。 

 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき

自然現象のうち凍結及び積雪に対して，

道路については融雪剤を配備し，車両に

ついてはタイヤチェーン等を装着するこ

とにより通行性を確保できる設計とす

る。⑭-11 

 

 

 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対し

ては，必要に応じて薬品防護具の着用に

より通行する。⑭-12 

 

 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき

自然現象及び人為事象のうち森林火災及

び近隣工場等の火災に対しては，消防車

による初期消火活動を行う手順を整備す

る。⑭-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内のアクセスルートにおいては，機

器からの溢水に対してアクセスルートで

の非常時対策組織要員の安全を考慮した

防護具を着用する。また，地震時に通行

が阻害されないように，アクセスルート

上の資機材の落下防止，転倒防止及び固

縛の措置並びに火災の発生防止対策を実

施する。⑭-17 

 

 

 

 

 

 

 

屋外及び屋内のアクセスルートにおい

ては，被ばくを考慮した放射線防護具の

配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用する。また，夜間及び停電時

の確実な運搬や移動のため可搬型照明を

配備する。⑭-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外アクセスルートは，自然現象のう

ち凍結及び積雪に対して，道路について

は融雪剤を配備し，車両についてはタイ

ヤチェーン等を装着することにより通行

性を確保できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内アクセスルートの設定に当たって

は，油内包機器による地震随伴火災の影

響や，水又は蒸気内包機器による地震随

伴溢水の影響を考慮するとともに，迂回

路を含む複数のルート選定が可能な配置

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○55 (P49 から) 

○56 (P49 から) 

○57 (P49 から) 

○58 (P50 から) 

○59 (P50 から) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

融雪剤の配備は運用のため，保安規定に定め

て，管理することとすることを明確化した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

アクセスルートに係る設計方

針の違い。MOX 燃料加工施設

では，森林火災及び近隣工場

等の火災に対して消防車によ

る初期消火活動を実施するこ

ととしているため。 

【許可からの変更点】 

森林火災及び近隣工場等の火災に対してアク

セスルートを確保するために初期消火を行う

ことを保安規定に定めることを記載。 

【許可からの変更点】 

機器からの溢水に対してアクセスルートでの非

常時対策組織要員の安全を確保するために防護

具を配備・着用することを保安規定に定めるこ

とを記載。 

【許可からの変更点】 

地震に対してアクセスルートを確

保するために資機材の落下防止，

転倒防止及び固縛の措置並びに火

災の発生防止対策を実施すること

を保安規定に定めることを記載。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

アクセスルートに係る設計方

針の違い。MOX 燃料加工施設

では，アクセスルート上の資

機材への措置をについて設計

方針を定めているため。 

【許可からの変更点】 

屋内外のアクセスルートの移動時及び作業

時の状況に応じて放射線防護具を着用する

ことを保安規定に定めることを記載。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

アクセスルートにおいて考慮

する事象の違い。MOX 燃料加

工施設では，化学物質の漏え

いを考慮することとしている

ため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

アクセスルートに係る設計方針

の違い。MOX 燃料加工施設で

は，可搬型照明によるアクセス

性の確保及び被ばくに対する放

射線防護具の着用について設計

方針を定めているため。 

○62 (P49 から) 

○63 (P50 から) 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（52/65） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
(2) 試験・検査性 

重大事故等対処設備は，通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能を

確認するための試験又は検査並びに当該

機能を健全に維持するための保守及び修

理が実施できるよう，機能・性能の確

認，漏えいの有無の確認，分解点検等が

できる構造とする。⑮-1 

 

 

 

 

試験又は検査は，使用前事業者検査，

定期事業者検査，自主検査等が実施可能

な設計とする。⑮-2 

また，保守及び修理は，維持活動として

の点検(日常の運転管理の活用を含

む。)，取替え，保修等が実施可能な設

計とする。⑮-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多重性を備えた系統及び機器にあって
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構造・強度の確認又は内部構成部品の

確認が必要な設備は，原則として分解・

開放(非破壊検査を含む。)が可能な設計

とし，機能・性能確認，各部の経年劣化

対策及び日常点検を考慮することによ

り，分解・開放が不要なものについては

外観の確認が可能な設計とする。⑮-5 
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て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するための試験又は検査並び

に当該機能を健全に維持するための保守

及び修理が実施できるよう，機能・性能

の確認，漏えいの有無の確認，分解点検

等ができる構造とする。⑮-1 
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構造・強度の確認又は内部構成部品の

確認が必要な設備は，原則として分解・

開放（非破壊検査を含む。）が可能な設

計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 (2) 試験・検査性 

重大事故等対処設備は，健全性及び能

力を確認するため，発電用原子炉の運転

中又は停止中に必要な箇所の保守点検，

試験又は検査を実施できるよう，機能・

性能の確認，漏えいの有無の確認，分解

点検等ができる構造とし，そのために必

要な配置，空間等を備えた設計とする。

また，接近性を考慮して必要な空間等を

備え，構造上接近又は検査が困難である

箇所を極力少なくする。 

 

試験及び検査は，使用前検査，施設定

期検査，定期安全管理検査及び溶接安全

管理検査の法定検査に加え，保全プログ

ラムに基づく点検が実施できる設計とす

る。 

 

 

重大事故等対処設備は，原則系統試験

及び漏えいの有無の確認が可能な設計と

する。系統試験については，テストライ

ンなどの設備を設置又は必要に応じて準

備することで試験可能な設計とする。ま

た，悪影響防止の観点から他と区分する

必要があるもの又は単体で機能・性能を

確認するものは，他の系統と独立して機

能・性能確認が可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にあ

る重大事故等対処設備は，発電用原子炉

の運転に大きな影響を及ぼす場合を除

き，運転中に定期的な試験又は検査が実

施可能な設計とする。 

 

また，多様性又は多重性を備えた系統及

び機器にあっては，各々が独立して試験

又は検査ができる設計とする。 

代替電源設備は，電気系統の重要な部

分として，適切な定期試験及び検査が可

能な設計とする。 

 

構造・強度の確認又は内部構成部品の

確認が必要な設備は，原則として分解・

開放（非破壊検査を含む。）が可能な設

計とし，機能・性能確認，各部の経年劣

化対策及び日常点検を考慮することによ

り，分解・開放が不要なものについては

外観の確認が可能な設計とする。 

 

【「等」の解説】 

「機能・性能の確認，漏えい

の有無の確認，分解点検等」

が指す具体的な内容は対処す

るために必要な機能の確認方

法の総称として示した記載で

あることから許可の記載を用

いた。 

【「等」の解説】 

「維持活動としての点検，(日常

の運転管理の活用を含む。)，取

替え，補修等」が指す具体的な内

容は設備によって異なり，保安規

定に基づき策定する施設管理実施

計画において明確化するため，基

本設計方針では等のままとした。 

【「等」の解説】 

「自主検査等」とは技術基準規則要求以外

に係る機能維持の総称として示した記載で

あることから許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書の内容に加

え，分解・開放が不要なものに

おいても外観確認が可能な設計

である旨を記載。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設で

は，該当する施設が

ないため記載しな

い。（MOX 燃料加工

施設の代替電源は可

搬型設備として整備

するため，他記載方

針に含まれる） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設では，該当す

る施設がないため記載しない。

（MOX 燃料加工施設の代替電源

は可搬型設備として整備するた

め，他記載方針に含まれる） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
可搬型重大事故等対処設備のうち点検

保守による待機除外時のバックアップが

必要な設備については，点検保守中に重

大事故等が発生した場合においても確実

に対処できるようにするため，同時に点

検保守を行う個数を考慮した待機除外時

のバックアップを確保する。なお，点検

保守時には待機除外時のバックアップを

配備した上で点検保守を行うものとす

る。⑦-11 

 

㊲(P18 へ) 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.6   地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計 

(1) 地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計の基本方針 

基準地震動Ｓｓを超える地震動に対し

て機能維持が必要な施設については，重

大事故等対処施設及び安全機能を有する

施設の耐震設計における設計方針を踏襲

し，重大事故等対処施設の構造上の特

徴，重大事故等の状態で施設に作用する

荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの 1.2

倍の地震力に対して，必要な機能が損な

われるおそれがないことを目的として，

以下のとおり耐震設計を行う。⑯-1 

 

 

a. 事業(変更)許可における重大事故の

発生を仮定する際の条件の設定及び重大

事故の発生を仮定する機器の特定におい

て，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震動を

考慮した際に機能維持できる設計とした

設備(以下「起因に対し発生防止を期待

する設備」という。)は，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力に対して，閉じ込

め機能を損なわない設計とする。⑯-2 

起因に対し発生防止を期待する設備を

設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力によって設置する

建物・構築物に生じる変形等の地震影響

においても，起因に対し発生防止を期待

する設備を支持できる設計とする。⑯ 

 

b. 地震を要因として発生する重大事故

等に対処する常設重大事故等対処設備

(以下「対処する常設重大事故等対処設

備」という。)は，基準地震動Ｓｓを

1.2 倍した地震力に対して，想定する重

大事故等を踏まえ，火災感知機能，消火

機能，閉じ込め機能等の地震を要因とし

て発生する重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわない設計とする。⑯

-3 

対処する常設重大事故等対処設備は，

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力によ

って設置する建物・構築物に生じる変形

等の地震影響を考慮し，地震を要因とし

て発生する重大事故等に対処するために

必要な機能が維持できる設計とする。 

対処する常設重大事故等対処設備を設

置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2 倍した地震力によって設置する建

ｅ．地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計 

(ａ) 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計の基本方針 

基準地震動を超える地震動に対して機

能維持が必要な設備については，重大事

故等対処施設及び安全機能を有する施設

の耐震設計における設計方針を踏襲し，

基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して必

要な機能が損なわれるおそれがないこと

を目的として，以下のとおり耐震設計を

行う。⑯-1 

 

 

 

 

ⅰ．重大事故等の起因となる異常事象の

選定において基準地震動を 1.2 倍した地

震力を考慮する設備は，基準地震動を

1.2 倍した地震力に対して，必要な機能

が損なわれるおそれがないように設計す

る。⑯-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．地震を要因として発生する重大事故

等に対処する重大事故等対処設備は，基

準地震動を 1.2 倍した地震力に対して，

重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないように設計す

る。⑯-3 

 

⑤ 地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計 

ａ．地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計の基本方針 

基準地震動を超える地震動に対して機

能維持が必要な設備については，重大事

故等対処施設及び安全機能を有する施設

の耐震設計における設計方針を踏襲し，

基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して必

要な機能が損なわれるおそれがないこと

を目的として，以下のとおり耐震設計を

行う。◇1  

 

 

 

 

(ａ) 重大事故等の起因となる異常事象

の選定において基準地震動を 1.2 倍した

地震力を考慮する設備は，基準地震動を

1.2 倍した地震力に対して，必要な機能

が損なわれるおそれがないように設計す

る。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備は，

基準地震動を 1.2 倍した地震力に対し

て，重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないように設

計する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

地震を要因とする重大事故等へ

の考慮は、MOX 燃料加工施設の

事業変更許可で事業者が示した

ものであり、「設計基準より厳

しい条件の要因となる外的事

象」として地震を考慮している

ため。 

【「等」の解説】 

「火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等」

とは，MOX 燃料加工施設において想定する重大

事故等への対処に必要な機能の総称として示し

ており，具体的な重大事故等の進展を踏まえ，

事故対処に必要な機能を添付書類で示すことか

ら，ここでは「等」のままの記載とした。 

【許可からの変更点】 

地震を要因とする重大事故等対

処設備を設置する建物・構築物

の要件を明確にした。 

【許可からの変更点】 

基準地震動Ｓｓを超える地震動の地震に対して機能維持が必要なものとして

燃料加工建屋も含まれるため，記載を適正化した。 

【許可からの変更点】 

他条文との記載の統一化 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

設計を展開するうえでの事業

（変更）許可での要件を明確化

した。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

考慮すべき内容を詳細に記載し

た。 

【許可からの変更点】 

事業（変更）許可時に示した内

容を詳細にした上で、読み替え

を設定した。 

【許可からの変更点】 

事業（変更）許可時に示した内

容を詳細にした上で、読み替え

を設定した。 

【許可からの変更点】 

地震を要因とする重大事故等対

処設備を設置する建物・構築物

の要件を明確にした。 
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物・構築物に生じる変形等の地震影響に

おいても，対処する常設重大事故等対処

設備を支持できる設計並びに重大事故等

の対処に係る操作場所及びアクセスルー

トが保持できる設計とする。⑯ 

 

c. 地震を要因として発生する重大事故

等に対処する可搬型重大事故等対処設備

(以下「対処する可搬型重大事故等対処

設備」という。)は，各保管場所におけ

る基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に

対して，想定する重大事故等を踏まえ，

閉じ込め機能等の地震を要因として発生

する重大事故等に対処するために必要な

機能を損なわないよう，転倒しないよう

固縛等の措置を講ずるとともに，動的機

器については加振試験等により地震を要

因として発生する重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれない設計と

する。また，ダクト等の静的機器は，複

数の保管場所に分散して保管することに

より，地震を要因として発生する重大事

故等に対処するために必要な機能を損な

わない設計とする。⑯-5 

対処する可搬型重大事故等対処設備を

保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力によって保管する

建物・構築物に生じる変形等の地震影響

においても，保管場所，操作場所及びア

クセスルートが保持できる設計とする。 

 起因に対し発生防止を期待する設備，

対処する常設重大事故等対処設備及び対

処する可搬型重大事故等対処設備は，個

別の設備の機能や設計を踏まえて，地震

を要因とする重大事故等時において，基

準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力による

影響によって，機能を損なわない設計と

する。⑯ 

 

 

(2) 地震力の算定方法 

 

 

 地震を要因とする重大事故等に対する

重大事故等対処施設の耐震設計に用いる

動的地震力は，「第１章 3.自然現象

等」における「3.1.1(3)b.(a)入力地震

動」の解放基盤表面で定義する基準地震

動Ｓｓの加速度を 1.2 倍した地震動によ

り算定した地震力を適用する。⑯-6 

 

 

 

 

 

 

ｄ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，各保管

場所における基準地震動を 1.2 倍した地

震力に対して，転倒しないよう固縛等の

措置を講ずるとともに，動的機器につい

ては加振試験等により重大事故等の対処

に必要な機能が損なわれないことを確認

する。また，ホース等の静的機器は，複

数の保管場所に分散して保管することに

より，地震により重大事故等の対処に必

要な機能が損なわれないことを確認す

る。⑯-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定方法

は，以下のとおり適用する。 

(ａ) 動的地震力 

地震を要因とする重大事故等に対する

施設は，「イ．（ロ）（５）①ｄ.

（ｂ）動的地震力」に示す基準地震動を

1.2 倍とした地震力を適用する。⑯-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

本項目における対象を明確にす

るために，具体的に記載した。 

㊼(P62 から) 

【許可からの変更点】 

事業（変更）許可時に示した内

容を詳細にした上で、読み替え

を設定した。 

【許可からの変更点】 

審査会合における議論を踏ま

え，地震を要因とする重大事故

等に対処する重大事故等対処施

設が，その設備の機能や設計を

踏まえて，機能を失わない設計

とすることを明確にした。 

【許可からの変更点】 

地震を要因とする重大事故等対

処設備を設置する建物・構築物

の要件を明確にした。 【「等」の解説】 

「ダクト等」の指す内容は，ダクト，

配管，フィルタ等であり，可搬型重大

事故等対処設備のうち静的機器に該当

するものの例示として用いたものであ

るため，当該箇所では「等」のままの

記載とした。 

【許可からの変更点】 

地震を要因とする重大事故等に

おいては，考慮する地震力は動

的地震力のみであることから，

記載を簡素化した。 
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(3) 荷重の組合せと許容限界 

 地震を要因とする重大事故等に対する

重大事故等対処施設の耐震設計における

荷重の組合せと許容限界は，以下による

ものとする。 

地震を要因とする重大事故等に対する

重大事故等対処施設の耐震設計において

は，必要な機能である火災感知機能，消

火機能，閉じ込め機能，操作場所及びア

クセスルートの保持機能，保管場所の保

持機能，支持機能等を維持する設計とす

る。 

建物・構築物に要求される操作場所及

びアクセスルートの保持機能，保管場所

の保持機能並びに支持機能については，

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対

して，当該機能が要求される施設の構造

強度を確保することで機能を維持できる

設計とする。 

機器・配管系に要求される火災感知機

能等については，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力に対して，当該機能が要求

される施設の構造強度を確保することで

機能を維持できる設計とする。 

また，機器・配管系に要求される消火

機能，閉じ込め機能については，構造強

度を確保するとともに，当該機能が要求

される各施設の特性に応じて許容限界を

適切に設定することで機能を維持できる

設計とする。 

可搬型設備に要求される閉じ込め機

能，支援機能等については，可搬型設備

の特性に応じて，構造強度を確保する又

は当該機能が要求される各施設の特性に

応じて許容限界を適切に設定することで

機能が維持できる設計とする。⑯ 

a. 耐震設計上考慮する状態 

 地震以外に設計上考慮する状態を以下

に示す。 

(a)建物・構築物 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設

計」の「(4) 荷重の組合せと許容限

界」の「a.耐震設計上考慮する状態」の

「(b)重大事故等対処施設」に基づく設

計とし，その場合において「重大事故

等」を「地震を要因とする重大事故等」

に読み替えて適用する。なお，対処する

可搬型重大事故等対処設備を保管する重

大事故等対処施設の建物・構築物も同様

に適用する。⑯-7 

 

ｃ．荷重の組合せと許容限界 

荷重の組合せと許容限界は，以下によ

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ａ) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下

に示す。 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) 通常時の状態 

「イ．（ロ）（５）①ｅ.（ａ）i.

（ⅰ）通常時の状態」を適用する。 

(ⅱ) 重大事故等時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が，重大事故に至

るおそれがある事故又は重大事故の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必要と

する状態。 

(ⅲ) 設計用自然条件 

「イ．（ロ）（５）①ｅ.（ａ）i. 

（ⅱ）設計用自然条件」を適用する。 

⑯-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

本項目における対象を明確にす

るために，具体的に記載した。 

【許可からの変更点】 

地震を要因とする重大事故等に

対処する重大事故等対処施設が

有する機能を明確にし，そのそ

れぞれに対して許容限界を設定

することを明確にした。 

【許可からの変更点】 

設計上考慮する状態について，

共通項目の記載を呼び込んだ上

で，読み替えを行うことで記載

の簡略化を行った。 

【許可からの変更点】 

設計上考慮する状態について，

可搬型重大事故等対処設備を保

管する建物・構築物についても

適用することを明確にした。 
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(b)機器・配管系 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設

計」の「(4) 荷重の組合せと許容限

界」の「a. 耐震設計上考慮する状態」

の「(b) 重大事故等対処施設」に基づ

く設計とし，その場合において「重大事

故等」を「地震を要因とする重大事故

等」に読み替えて適用する。⑯-8 

 

 

 

 

 

 

 

(c)可搬型設備 

イ. 通常時の状態 

当該設備を保管している状態。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の

状態 

MOX 燃料加工施設が，地震を要因とす

る重大事故等に至るおそれがある事故又

は地震を要因とする重大事故等の状態

で，対処する可搬型重大事故等対処設備

の機能を必要とする状態。 

ハ. 設計用自然条件 

屋外に保管している場合に設計上基本

的に考慮しなければならない自然条件

(積雪，風)。⑯ 

 

 

b. 荷重の種類 

(a)建物・構築物 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設

計」の「(4) 荷重の組合せと許容限

界」の「b. 荷重の種類」の「(b) 重

大事故等対処施設」に基づく設計とし，

その場合において「重大事故等」を「地

震を要因とする重大事故等」に，「地震

力」を「基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地

震力」と読み替えて適用する。なお，対

処する可搬型重大事故等対処設備を保管

する重大事故等対処施設の建物・構築物

も同様に適用する。⑯-8 

 

 

 

(b)機器・配管系 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設

計」の「(4) 荷重の組合せと許容限

界」の「b. 荷重の種類」の「(b) 重

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 通常時の状態 

「イ．（ロ）（５）①ｅ.（ａ）ⅱ.

（ⅰ）通常時の状態」を適用する。 

 

 (ⅱ) 設計基準事故時の状態 

「イ．（ロ）（５）①ｅ.（ａ）ⅱ.

（ⅱ）設計基準事故時の状態」を適用す

る。 

(ⅲ) 重大事故等時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が，重大事故に至

るおそれがある事故又は重大事故の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必要と

する状態。⑯-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 荷重の種類 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) ＭＯＸ燃料加工施設のおかれて

いる状態にかかわらず通常時に作用して

いる固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧 

(ⅱ) 重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重 

(ⅲ) 積雪荷重及び風荷重 

通常時及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重には，機器・配管系から

作用する荷重が含まれるものとし，地震

力には，地震時土圧，地震時水圧及び機

器・配管系からの反力が含まれるものと

する。⑯-8 

 

 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 通常時に作用している荷重 

(ⅱ) 設計基準事故時の状態で施設に作

用する荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

設計上考慮する状態について，

可搬型設備に対する設計条件を

明確にするために記載を追加し

た。 

【許可からの変更点】 

荷重の種類について，共通項目

の記載を呼び込んだ上で，読み

替えを行うことで記載の簡略化

を行った。 

【許可からの変更点】 

荷重の種類について，共通項目

の記載を呼び込んだ上で，読み

替えを行うことで記載の簡略化

を行った。 

【許可からの変更点】 

荷重の種類について，可搬型重

大事故等対処設備を保管する建

物・構築物についても適用する

ことを明確にした。 

【許可からの変更点】 

設計上考慮する状態について，

共通項目の記載を呼び込んだ上

で，読み替えを行うことで記載

の簡略化を行った。 
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大事故等対処施設」に基づく設計とし，

その場合において「重大事故等」を「地

震を要因とする重大事故等」に，「地震

力」を「基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地

震力」と読み替えて適用する。⑯-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)可搬型設備 

イ. 通常時に作用している荷重 

通常時に作用している荷重は持続的に

生じる荷重であり，自重及び積載荷重と

する。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の

状態で施設に作用する荷重。 

対処する可搬型重大事故等対処設備

は，保管状態であることから重大事故等

起因の荷重は考慮しない。 

ハ. 対処する可搬型重大事故等対処設

備の保管場所における地震力，積雪荷重

及び風荷重 

対処する可搬型重大事故等対処設備の

保管場所における地震力を考慮する。屋

外に保管する設備については，積雪荷重

及び風荷重も考慮する。⑯ 

 

 

c.荷重の組合せ 

 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と

ほかの荷重との組合せは，以下によるも

のとする。 

(a)建物・構築物 

イ．起因に対し発生防止を期待する設備

が設置される重大事故等対処施設の建

物・構築物については，通常時に作用

している荷重(固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧)，積雪荷重及び風荷重

と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力

を組み合わせる。 

 

 

ロ．対処する常設重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設又は対

処する可搬型重大事故等対処設備が保

(ⅲ) 重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重 

各状態において施設に作用する荷重に

は，通常時に作用している荷重，すなわ

ち自重等の固定荷重が含まれるものとす

る。 

また，屋外に設置される施設について

は，建物・構築物に準ずる。⑯-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは，以下

によるものとする。 

 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) 重大事故の起因となる異常事象の

選定において基準地震動を 1.2 倍した地

震力を考慮する設備が設置される重大事

故等対処施設の建物・構築物について

は，通常時に作用している荷重（固定荷

重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷

重及び風荷重と基準地震動を 1.2 倍した

地震力を組み合わせる。 

 

(ⅱ) 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

荷重の種類について，可搬型設

備に対する設計条件を明確にす

るために記載を追加した。 

【許可からの変更点】 

荷重の組み合わせについて，可

搬型重大事故等対処設備を保管

する建物・構築物についても適

用することを明確にした。 
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管される重大事故等対処施設の建物・

構築物については，通常時に作用して

いる荷重(固定荷重，積載荷重，土圧

及び水圧)，積雪荷重及び風荷重と基

準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とを

組み合わせる。 

 

ハ．対処する常設重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設又は対

処する可搬型重大事故等対処設備が保

管される重大事故等対処施設の建物・

構築物について，通常時に作用してい

る荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧)，積雪荷重，風荷重及び重大

事故等時の状態で施設に作用する荷重

は，その事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力と組み合わせる。

この組み合わせについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年

超過確率の積等を考慮し，工学的，総

合的に勘案の上設定する。なお，継続

時間については対策の成立性も考慮し

た上で設定し，通常時に作用している

荷重のうち，土圧及び水圧について

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力，弾性設計用地震動による地震力と

組み合わせる場合は，当該地震時の土

圧及び水圧とする。⑯-10 

 

(b)機器・配管系 

イ．起因に対し発生防止を期待する設備

に係る機器・配管系については，通常

時に作用している荷重と基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力とを組み合わせ

る。 

 

 

 

ロ．対処する常設重大事故等対処設備に

係る機器・配管系については，通常時

に作用している荷重と基準地震動Ｓｓ

を 1.2 倍した地震力とを組み合わせ

る。 

 

ハ．対処する常設重大事故等対処設備に

係る機器・配管系について，通常時に

作用している荷重，設計基準事故時の

状態及び重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重は，その事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の年超過確

築物については，通常時に作用している

荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動

を 1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

(ⅲ) 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構

築物について，通常時に作用している荷

重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重は，その

事故事象の発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な

地震力（基準地震動又は弾性設計用地震

動による地震力）と組み合わせる。この

組合せについては，事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の

積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の

上設定する。なお，継続時間については

対策の成立性も考慮した上で設定する。 

なお，通常時に作用している荷重のう

ち，土圧及び水圧について，基準地震動

による地震力，弾性設計用地震動による

地震力と組み合わせる場合は，当該地震

時の土圧及び水圧とする。⑯-10 

 

 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 重大事故の起因となる異常事象の

選定において基準地震動を 1.2 倍した地

震力を考慮する設備に係る機器・配管系

については，通常時に作用している荷重

と基準地震動を 1.2 倍した地震力とを組

み合わせる。 

 

(ⅱ) 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備に係

る機器・配管系については，通常時に作

用している荷重と基準地震動を 1.2 倍し

た地震力とを組み合わせる。 

 

(ⅲ) 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備に係

る機器・配管系について，通常時に作用

している荷重，設計基準事故時の状態及

び重大事故等時の状態で施設に作用する

荷重は，その事故事象の発生確率，継続

時間及び地震動の年超過確率の関係を踏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化 

【許可からの変更点】 

適切な地震力については，Ⅴ-

1-1-4-1 に詳細を展開してお

り、範囲を限定する記載を基本

設計方針では記載しないことと

した。 
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率の関係を踏まえ，適切な地震力と組

み合わせる。この組み合わせについて

は，事故事象の発生確率，継続時間及

び地震動の年超過確率の積等を考慮

し，工学的，総合的に勘案の上設定す

る。なお，継続時間については対策の

成立性も考慮した上で設定し，屋外に

設置される施設については，建物・構

築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組

み合わせる。⑯-11 

 

 

(c)可搬型設備 

イ. 対処する可搬型重大事故等対処設

備は，通常時に作用している荷重と対処

する可搬型重大事故等対処設備の保管場

所における地震力とを組み合わせる。 

ロ. 対処する可搬型重大事故等対処設

備の耐震計算の荷重の組合せの考え方に

ついて，保管状態であることから重大事

故等起因の荷重は考慮しない。ただし，

屋外に設置される施設については，建

物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重

を組み合わせる。⑯ 

 

d.荷重の組合せ上の留意事項 

イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，

その他の荷重の組合せ状態と比較して

明らかに厳しいことが判明している場

合には，その他の荷重の組合せ状態で

の評価は行わないことがある。 

ロ．対処する常設重大事故等対処設備を

支持する建物・構築物の当該部分の支

持機能を確認する場合においては，基

準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と通

常時に作用している荷重及びその他必

要な荷重とを組み合わせる。 

ハ．積雪荷重については，屋外に設置さ

れている施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設や，通常時に作用し

ている荷重に対して積雪荷重の割合が

無視できる施設を除き，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力との組み合わせ

を考慮する。 

ニ．風荷重については，屋外の直接風を

受ける場所に設置されている施設のう

ち，風荷重の影響が地震荷重と比べて

相対的に無視できないような構造，形

状及び仕様の施設においては，基準地

震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力との組み

合わせを考慮する。⑯-12 

まえ，適切な地震力（基準地震動又は弾

性設計用地震動による地震力）と組み合

わせる。この組合せについては，事故事

象の発生確率，継続時間及び地震動の年

超過確率の積等を考慮し，工学的，総合

的に勘案の上設定する。なお，継続時間

については対策の成立性も考慮した上で

設定する。 

なお，屋外に設置される施設について

は，建物・構築物と同様に積雪荷重及び

風荷重を組み合わせる。⑯-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．荷重の組合せ上の留意事項 

(ⅰ) ある荷重の組合せ状態での評価

が，その他の荷重の組合せ状態と比較し

て明らかに厳しいことが判明している場

合には，その他の荷重の組合せ状態での

評価は行わないことがある。 

(ⅱ) 重大事故等対処施設を支持する建

物・構築物の当該部分の支持機能を確認

する場合においては，支持される施設の

設備分類に応じた地震力と通常時に作用

している荷重及びその他必要な荷重とを

組み合わせる。 

(ⅲ) 積雪荷重については，屋外に設置

されている施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設や，通常時に作用して

いる荷重に対して積雪荷重の割合が無視

できる施設を除き，地震力との組み合わ

せを考慮する。 

 

(ⅳ) 風荷重については，屋外の直接風

を受ける場所に設置されている施設のう

ち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相

対的に無視できないような構造，形状及

び仕様の施設においては，地震力との組

み合わせを考慮する。⑯-12 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

荷重の組み合わせについて，可

搬型設備に対する設計条件を明

確にするために記載を追加し

た。 
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e.許容限界 

 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と

他の荷重とを組み合わせた状態に対する

許容限界は，以下のとおりとする。 

(a) 起因に対し発生防止を期待する設備 

起因に対し発生防止を期待する設備と

なる露出した MOX 粉末を取り扱い，さら

に火災源を有するグローブボックスは，

閉じ込め機能を維持するため，パネルに

き裂や破損が生じないこと及び転倒しな

い設計とする。また，当該グローブボッ

クスの内装機器の落下・転倒防止機能の

確保に当たっては，放射性物質(固体)の

閉じ込めバウンダリを構成する容器等を

保持する設備の破損により，容器等が落

下又は転倒しない設計とする。⑯-13 

上記の閉じ込め機能を維持するために

確保する構造強度の許容限界は，基準地

震動Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対し，塑性

域に達するひずみが生じた場合であって

も，その量が小さなレベルに留まって破

断延性限界に十分な余裕を有し，その施

設の機能に影響を及ぼすことがない限界

に応力，荷重を制限する値とする。それ

以外を適用する場合は各機能が維持でき

る許容限界とする。⑯-14 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ

込め機能が維持できる許容限界を適切に

設定する。 

(b)対処する常設重大事故等対処設備 

対処する常設重大事故等対処設備の火

災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等

の地震を要因として発生する重大事故等

に対処するために必要な機能を維持する

ために確保する構造強度の許容限界は，

基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対

し，塑性域に達するひずみが生じた場合

であっても，その量が小さなレベルに留

まって破断延性限界に十分な余裕を有

し，その施設の機能に影響を及ぼすこと

がない限界に応力，荷重を制限する値と

する。それ以外を適用する場合は各機能

が維持できる許容限界とする。⑯-15 

上記構造強度の許容限界のほか，消火

機能，閉じ込め機能等の維持が必要な設

備については，その機能が維持できる許

容限界を適切に設定する。⑯ 

(ⅴ) 重大事故等の状態で施設に作用す

る荷重は，「イ.（ハ）（１）③ａ 

（ｃ）重大事故等時における環境条件」

に示す条件を考慮する。◇3  

 (ｄ) 許容限界 

地震力と他の荷重とを組み合わせた状

態に対する許容限界は，以下のとおりと

する。 

ⅰ．重大事故の起因となる異常事象の選

定において基準地震動を 1.2 倍した地震

力を考慮する設備 

露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，さら

に火災源を有するグローブボックスはパ

ネルにき裂や破損が生じないこと及び転

倒しないこと。当該グローブボックスの

内装機器の落下・転倒防止機能の確保に

当たっては，放射性物質（固体）の閉じ

込めバウンダリを構成する容器等を保持

する設備の破損により，容器等が落下又

は転倒しないこと。⑯-13 

上記の各機能について，基準地震動の

1.2 倍の地震力に対し，「イ.（ロ）

（５）①ｅ.（ｄ）ⅰ．（ｉ）(ⅰ)-１基

準地震動による地震力との組合せに対す

る許容限界」にて確認した上で，それ以

外を適用する場合は各機能が維持できる

ことを個別に示す。⑯-14 

地震に対して各設備が保持する安全機

能を添５第 30 表に示す。◇9  

 

 

 

 

ⅱ．地震を要因として発生する重大事故

等に対処する重大事故等対処設備 

地震を要因として発生する重大事故等

の対処に必要な常設重大事故等対処設備

は，基準地震動の 1.2 倍の地震力に対

し，「イ.（ロ）（５）①ｄ.（ｄ）ⅰ．

（ｉ）(ⅰ)-１基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界」にて確認

した上で，それ以外を適用する場合は，

設備のき裂や破損等に対する放出経路の

維持等，重大事故等の対処に必要な機能

が維持できることを個別に示す。⑯-15 

対象設備は，添５第 28 表に示す重大

事故等の要因事象のうち，外的事象に係

る常設重大事故等対処設備に示す。◇6  

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可に合わせて記載す

るとともに，引用せず直接記載

して明確化した（２７条と同

じ）。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可に合わせて記載す

るとともに，引用せず直接記載

して明確化した（２７条と同

じ）。 

【許可からの変更点】 

構造強度以外にも、地震を要因

とする重大事故等に対処するた

めの機能が多岐に亘ることか

ら、個々の機能に応じて適切な

許容限界を設定することを明確

にした。 

【許可からの変更点】 

構造強度以外にも、地震を要因

とする重大事故等に対処するた

めの機能が多岐に亘ることか

ら、個々の機能に応じて適切な

許容限界を設定することを明確

にした。 

【許可からの変更点】 

構造強度に関する記載であるこ

とを明確にした。 

【許可からの変更点】 

構造強度に関する記載であるこ

とを明確にした。 
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(c)対処する可搬型重大事故等対処設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備の

許容限界は，保管する対処する可搬型重

大事故等対処設備の構造を踏まえて設定

する。 

取付ボルト等の構造強度は，基準地震

動Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対し，塑性域

に達するひずみが生じた場合であって

も，その量が小さなレベルに留まって破

断延性限界に十分な余裕を有し，その施

設の機能に影響を及ぼすことがない限界

に応力，荷重を制限する値とする。それ

以外を適用する場合は各機能が維持でき

る許容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ

込め機能等の維持が必要な設備について

は，その機能が維持できる許容限界を適

切に設定する。⑯ 

 

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備

及び対処する常設重大事故等対処設備を

設置する建物・構築物並びに対処する可

搬型重大事故等対処設備を保管する建

物・構築物 

起因に対し発生防止を期待する設備及

び対処する常設重大事故等対処設備を設

置する建物・構築物並びに対処する可搬

型重大事故等対処設備を保管する建物・

構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力に対し，建物・構築物全体として

の変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が

終局耐力時の変形等の地震影響を考慮し

ても，地震を要因とする重大事故等に対

する重大事故等対処施設の機能が維持で

きる設計とする。その上で，耐震評価に

おいては，地震を要因とする重大事故等

に対する重大事故等対処施設の必要な機

能が発揮できることを確認するため，機

能維持に必要となる施設の部材・部位ご

とのせん断ひずみ・応力等に対して，妥

当な安全余裕を有することを確認する。

⑯-4 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に

対する荷重又は応力を漸次増大していく

とき，その変形又はひずみが著しく増加

するに至る限界の 大耐力とし，既往の

実験式等に基づき適切に定めるものとす

る。⑯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．ⅰ．及びⅱ．に示す設備を設置する

建物・構築物 

ⅰ．及びⅱ．に示す設備を設置する建

物・構築物は，基準地震動を 1.2 倍した

地震力に対する建物・構築物全体として

の変形能力について，「イ.（ロ）

（５）①ｄ.（ｄ）ⅰ．（ｉ）(ⅰ)-１基

準地震動による地震力との組合せに対す

る許容限界」の許容限界を適用する。⑯

-4 

 

 

 

 

ｄ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，各保管

場所における基準地震動を 1.2 倍した地

震力に対して，転倒しないよう固縛等の

措置を講ずるとともに，動的機器につい

ては加振試験等により重大事故等の対処

に必要な機能が損なわれないことを確認

する。また，ホース等の静的機器は，複

数の保管場所に分散して保管することに

より，地震により重大事故等の対処に必

要な機能が損なわれないことを確認す

る。⑯-5 

 

対象設備は，添５第 28 表に示す重大

事故等の要因事象のうち，外的事象に係

る可搬型重大事故等対処設備に示す。◇6  

  

㊼(P55 へ) 

【許可からの変更点】 

許容限界について，可搬型設備

に対する設計条件を明確にする

ために記載を追加した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可に合わせて記載す

るとともに，引用せず直接記載

して明確化した（２７条と同

じ）。 
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8.2.7   可搬型重大事故等対処設備の内

部火災に対する防護方針 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要

因によって設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能又は常設重大事故等対

処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれること

がないことを求められている。⑰-1 

 

 

MOX 燃料加工施設の重大事故等対処設

備の内部火災に対する設計方針について

は，「5.火災等による損傷の防止」に示

すとおりであり，これを踏まえた，上記

の可搬型重大事故等対処設備に求められ

る設計方針を達成するための内部火災に

対する防護方針を以下に示す。⑰-2 

 

(1)  可搬型重大事故等対処設備の火災

発生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する

建屋内，建屋近傍，外部保管エリアは，

発火性物質又は引火性物質を内包する設

備に対する火災発生防止を講ずるととも

に，発火源に対する対策，水素に対する

換気及び漏えい検出対策及び接地対策，

並びに電気系統の過電流による過熱及び

焼損の防止対策を講ずる設計とする。⑰

-3 

 

(2)  不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な

限り不燃性材料又は難燃性材料を使用す

る設計とし，不燃性材料又は難燃性材料

の使用が技術上困難な場合は，代替材料

を使用する設計とする。また，代替材料

の使用が技術上困難な場合は，当該可搬

型重大事故等対処設備における火災に起

因して，他の可搬型重大事故等対処設備

の火災が発生することを防止するための

措置を講ずる設計とする。⑰-4 

 

(3)  落雷，地震等の自然現象による火

災の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，

可搬型重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，重大事故等時に可搬型重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として，地震，津波，風(台

ｆ．可搬型重大事故等対処設備の内部火

災に対する防護方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 可搬型重大事故等対処設備の火

災発生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する

建屋内，建屋近傍，外部保管エリアは，

発火性物質又は引火性物質を内包する設

備に対する火災発生防止を講ずるととも

に，発火源に対する対策，水素に対する

換気及び漏えい検出対策及び接地対策，

並びに電気系統の過電流による過熱及び

焼損の防止対策を講ずる設計とする。⑰

-3 

 

(ｂ) 不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な

限り不燃性材料又は難燃性材料を使用す

る設計とし，不燃性材料又は難燃性材料

の使用が技術上困難な場合は，代替材料

を使用する設計とする。また，代替材料

の使用が技術上困難な場合は，当該可搬

型重大事故等対処設備における火災に起

因して，他の可搬型重大事故等対処設備

の火災が発生することを防止するための

措置を講ずる設計とする。⑰-4 

 

(ｃ) 落雷，地震等の自然現象による

火災の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，

可搬型重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，重大事故等時に可搬型重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として，地震，津波，風（台

⑥ 可搬型重大事故等対処設備の内部火

災に対する防護方針 

可搬型重大事故等対処設備は，事業許

可基準規則の第 27 条第３項第六号に

て，【◇5 】共通要因によって設計基準事

故に対処するための設備の安全機能又は

常設重大事故等対処設備の重大事故等に

対処するために必要な機能と同時にその

重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれることがないことを求められ

ている。⑰-1 

ＭＯＸ燃料加工施設の可搬型重大事故

等対処設備の内部火災に対する防護方針

を以下に示す。⑰-2 

 

 

 

 

 

ａ．可搬型重大事故等対処設備の火災発

生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する

建屋内，建屋近傍，外部保管エリアは，

発火性物質又は引火性物質を内包する設

備に対する火災発生防止を講ずるととも

に，発火源に対する対策，水素に対する

換気及び漏えい検出対策及び接地対策，

並びに電気系統の過電流による過熱及び

焼損の防止対策を講ずる設計とする。◇1  

 

 

ｂ．不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な

限り不燃性材料又は難燃性材料を使用す

る設計とし，不燃性材料又は難燃性材料

の使用が技術上困難な場合は，代替材料

を使用する設計とする。また，代替材料

の使用が技術上困難な場合は，当該可搬

型重大事故等対処設備における火災に起

因して，他の可搬型重大事故等対処設備

の火災が発生することを防止するための

措置を講ずる設計とする。◇1  

 

ｃ．落雷，地震等の自然現象による火災

の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，

可搬型重大事故等対処設備への影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，重大事故等時に可搬型重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として，地震，津波，風（台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設では，技術基

準規則第二十九条「火災等によ

る損傷の防止」の対象は常設重

大事故等対処設備としているこ

とから，可搬型重大事故等対処

設備の内部火災に対する防護方

針を定めているため。 

【許可からの変更点】 

内部火災に対する設計方針

は，基本的に「５．火災等に

よる損傷の防止」に基づいて

実施するものであり，当該項

目が「５．火災等による損傷

の防止」を踏まえて可搬型重

大事故等対処設備に対する共

通要因によって設計基準事故

に対処するための設備の安全

機能等と同時に必要な機能が

損なわれないとする設計方針

を達成するために必要な事項

を展開したものであることを

明確化した。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び塩害を選定する。⑰-5 

 

風(台風)，竜巻及び森林火災は，それ

ぞれの事象に対して重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なうことのない

ように，自然現象から防護する設計とす

ることで，火災の発生を防止する。⑰-6 

 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物

の影響に対しては，侵入防止対策によっ

て影響を受けない設計とする。⑰-7 

 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物

学的事象及び塩害は，発火源となり得る

自然現象ではなく，火山の影響について

も，火山から MOX 燃料加工施設に到達す

るまでに降下火砕物が冷却されることを

考慮すると，発火源となり得る自然現象

ではない。⑰-8 

 

したがって，MOX 燃料加工施設で火災

を発生させるおそれのある自然現象とし

て，落雷，地震，竜巻(風(台風)を含む)

及び森林火災によって火災が発生しない

ように，火災防護対策を講ずる設計とす

る。⑰-9 

 

(4)  早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬

型重大事故等対処設備に対する火災の影

響を限定し，早期の火災感知及び消火を

行うための火災感知設備及び消火設備を

設置する設計とする。⑰-10 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及

ぼすおそれのある火災を早期に感知する

とともに，火災の発生場所を特定するた

めに，固有の信号を発する異なる種類の

火災感知器又は同等の機能を有する機器

を組み合わせて設置する設計とする。⑰

-11 

 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，

火災の二次的影響が重大事故等対処設備

に及ばないよう適切に配置する設計とす

る。⑰-12 

 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏ま

え，想定される火災の性質に応じた容量

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び塩害を選定する。⑰-5 

 

風（台風），竜巻及び森林火災は，そ

れぞれの事象に対して重大事故等に対処

するために必要な機能を損なうことのな

いように，自然現象から防護する設計と

することで，火災の発生を防止する。⑰

-6 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物

の影響に対しては，侵入防止対策によっ

て影響を受けない設計とする。⑰-7 

 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物

学的事象及び塩害は，発火源となり得る

自然現象ではなく，火山の影響について

も，火山からＭＯＸ燃料加工施設に到達

するまでに降下火砕物が冷却されること

を考慮すると，発火源となり得る自然現

象ではない。⑰-8 

 

したがって，ＭＯＸ燃料加工施設で火

災を発生させるおそれのある自然現象と

して，落雷，地震，竜巻（風（台風）を

含む）及び森林火災によって火災が発生

しないように，火災防護対策を講ずる設

計とする。⑰-9 

 

(ｄ) 早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬

型重大事故等対処設備に対する火災の影

響を限定し，早期の火災感知及び消火を

行うための火災感知設備及び消火設備を

設置する設計とする。⑰-10 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及

ぼすおそれのある火災を早期に感知する

とともに，火災の発生場所を特定するた

めに，固有の信号を発する異なる種類の

火災感知器又は同等の機能を有する機器

を組み合わせて設置する設計とする。⑰

-11 

 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，

火災の二次的影響が重大事故等対処設備

に及ばないよう適切に配置する設計とす

る。⑰-12 

 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏ま

え，想定される火災の性質に応じた容量

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び塩害を選定する。◇1  

 

風（台風），竜巻及び森林火災は，そ

れぞれの事象に対して重大事故等に対処

するために必要な機能を損なうことのな

いように，自然現象から防護する設計と

することで，火災の発生を防止する。◇1  

 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物

の影響に対しては，侵入防止対策によっ

て影響を受けない設計とする。◇1  

 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物

学的事象及び塩害は，発火源となり得る

自然現象ではなく，火山の影響について

も，火山からＭＯＸ燃料加工施設に到達

するまでに降下火砕物が冷却されること

を考慮すると，発火源となり得る自然現

象ではない。◇1  

 

したがって，ＭＯＸ燃料加工施設で火

災を発生させるおそれのある自然現象と

して，落雷，地震，竜巻（風（台風）を

含む）及び森林火災によって火災が発生

しないように，火災防護対策を講ずる設

計とする。◇1  

 

ｄ．早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬

型重大事故等対処設備に対する火災の影

響を限定し，早期の火災感知及び消火を

行うための火災感知設備及び消火設備を

設置する設計とする。◇1  

可搬型重大事故等対処設備に影響を及

ぼすおそれのある火災を早期に感知する

とともに，火災の発生場所を特定するた

めに，固有の信号を発する異なる種類の

火災感知器又は同等の機能を有する機器

を組み合わせて設置する設計とする。◇1  

 

 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，

火災の二次的影響が重大事故等対処設備

に及ばないよう適切に配置する設計とす

る。◇1  

 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏ま

え，想定される火災の性質に応じた容量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「ネズミ等」とは重大事故等対

処設備の小動物からの影響を総

称として示した記載であること

から許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「消火器等」の指す内容は固定

式消火設備も含めた消火設備一

式の総称として示した記載であ

ることから許可の記載を用い

た。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の消火剤を備える設計とする。⑰-13 

 

火災時の消火活動のため，大型化学高

所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学

粉末消防車を配備する設計とする。⑰-

14 

 

重大事故等への対処を行う屋内のアク

セスルートには，重大事故等が発生した

場合のアクセスルート上の火災に対して

初期消火活動ができるよう消火器を配備

し，初期消火活動については保安規定に

定めて,管理する。⑰-15 

 

 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所の

うち，火災発生時の煙又は放射線の影響

により消火活動が困難となるところに

は，固定式消火設備を設置することによ

り，消火活動が可能な設計とする。⑰-

16 

 

消火設備の現場盤操作等に必要な照明

器具として，蓄電池を内蔵した照明器具

を設置する設計とする。⑰-17 

 

(5)  火災感知設備及び消火設備に対す

る自然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等

の自然現象によっても，火災感知及び消

火の機能，性能が維持されるよう，凍

結，風水害，地震時の地盤変位を考慮し

た設計とする。⑰-18 

の消火剤を備える設計とする。⑰-13 

 

火災時の消火活動のため，大型化学高

所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学

粉末消防車を配備する設計とする。⑰-

14 

 

重大事故等への対処を行う屋内のアク

セスルートには，重大事故等が発生した

場合のアクセスルート上の火災に対して

初期消火活動ができるよう消火器を配備

し，初期消火活動ができる手順を整備す

る。⑰-15 

 

 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所の

うち，火災発生時の煙又は放射線の影響

により消火活動が困難となるところに

は，固定式消火設備を設置することによ

り，消火活動が可能な設計とする。⑰-

16 

 

消火設備の現場盤操作等に必要な照明

器具として，蓄電池を内蔵した照明器具

を設置する。⑰-17 

 

(ｅ) 火災感知設備及び消火設備に対す

る自然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等

の自然現象によっても，火災感知及び消

火の機能，性能が維持されるよう，凍

結，風水害，地震時の地盤変位を考慮し

た設計とする。⑰-18 

の消火剤を備える設計とする。◇1  

 

火災時の消火活動のため，大型化学高

所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学

粉末消防車を配備する設計とする。◇1  

 

 

重大事故等への対処を行う屋内のアク

セスルートには，重大事故等が発生した

場合のアクセスルート上の火災に対して

初期消火活動ができるよう消火器を配備

し，初期消火活動ができる手順を整備す

る。◇1  

 

 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所の

うち，火災発生時の煙又は放射線の影響

により消火活動が困難となるところに

は，固定式消火設備を設置することによ

り，消火活動が可能な設計とする。◇1  

 

 

消火設備の現場盤操作等に必要な照明

器具として，蓄電池を内蔵した照明器具

を設置する。◇1  

 

ｅ．火災感知設備及び消火設備に対する

自然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等

の自然現象によっても，火災感知及び消

火の機能，性能が維持されるよう，凍

結，風水害，地震時の地盤変位を考慮し

た設計とする。◇1  

 

【「等」の解説】 

「現場盤操作等」とは中央監視

室から現場盤までの経路の総称

として示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「地震等」とは火災感知設備及び

消火設備に影響を与える自然現象

の例示として示した記載であるこ

とから許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

初期消火活動について保安規定

に定めることを明確化した。 
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第三十条（重大事故等対処設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

①  
重大事故等対処設備に対する設計方

針 

重大事故等対処設備に対す

る一般要求事項 
― ― a 

②  

共通要因を考慮した機能維持に関す

る設計方針（常設重大事故等対処設

備） 

技術基準規則に基づく共通

設計方針 

２項 

(33 条～39 条) 
― a 

③  

共通要因を考慮した機能維持に関す

る設計方針（可搬型重大事故等対処

設備） 

技術基準規則に基づく共通

設計方針 

３項６号 

(33 条～39 条) 
― a 

④  
可搬型重大事故等対処設備の保管場

所に関する設計方針 

技術基準規則に基づく共通

設計方針 

３項４号 

(33 条～39 条) 
― a 

⑤  接続口の設置場所に関する設計方針 
技術基準規則に基づく共通

設計方針 
３項２号 ― a 

⑥  悪影響防止に関する設計方針 
技術基準規則に基づく共通

設計方針 

１項６号 

(33 条～39 条) 
― a 

⑦  個数及び容量に関する設計方針 
技術基準規則に基づく共通

設計方針 

１項 1号 

(33 条～39 条) 
― b 

⑧  使用条件に関する設計方針 
技術基準規則に基づく共通

設計方針 

１項２号 

(31 条，33 条

～39 条) 

― a 

⑨  
設置場所に関する設計方針（重大事

故等対処設備の操作・復旧） 

技術基準規則に基づく共通

設計方針 

１項７号 

(33 条～39 条) 
― a 

⑩  

設置場所に関する設計方針（可搬型

重大事故等対処設備の据付，常設設

備との接続） 

技術基準規則に基づく共通

設計方針 

３項３号 

(33 条～39 条) 
― a 

⑪  操作性の確保に関する設計方針 
技術基準規則に基づく共通

設計方針 

１項３号 

(33 条～39 条) 
― a 

⑫  系統の切替性に関する設計方針 
技術基準規則に基づく共通

設計方針 

１項５号 

(33 条～39 条) 
― a 

⑬  
容易かつ確実な接続，二以上の系統

の相互使用に関する設計方針 

技術基準規則に基づく共通

設計方針 

３項１号 

(33 条～39 条) 
― a 

⑭  アクセスルートに関する設計方針 
技術基準規則に基づく共通

設計方針 
３項５号 ― a 

⑮  試験，検査に関する設計方針 
技術基準規則に基づく共通

設計方針 

１項４号 

(33 条～39 条) 
― a 
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⑯  
地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計の基本方針 

技術基準規則に基づく共通

設計方針 
１項２号 ― a 

⑰  
可搬型重大事故等対処設備の内部火

災に対する防護方針 

技術基準規則に基づく共通

設計方針 
１項２号 ― a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  表等の呼び込み 
呼び込み場所の記載であるため，基本設計方針に記

載しない。 
― 

□2  重大事故等対処設備の保管場所 

重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所は申請

回次毎に「Ｖ－２ 加工施設に関する図面」に示すた

め，基本設計方針には記載しない。 

c 

３．事業変更許可申請書の添五のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  重複記載 

事業変更許可申請書本文（設計方針）又は事業変更許

可申請書添付書類五内の記載と重複する内容である

ため，記載しない。 

― 

◇2  事業変更許可申請で明確化 
考慮不要である旨を上流の事業変更許可申請で明確

にしているため，記載しない。 
― 

◇3  環境条件の具体化 

環境条件については⑧⑨⑩で説明しており，詳細は

「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書」に

て記載する。 

a 

◇4  大規模損壊の記載 
大規模損壊は技術基準の要求にないことから，これ

を呼び込む記載はしない。 
― 

◇5  表等の呼び込み 
呼び込み場所の記載であるため，基本設計方針に記

載しない。 
― 

◇6  重大事故等対処設備の設備分類 
主要な重大事故等対処設備の設備分類は，添付資料

に示すため基本設計方針には記載しない。 
― 

◇7  重大事故等対処設備の保管場所 

重大事故等対処設備の設置場所及び保管場所は申請

回次毎に「Ｖ－２ 加工施設に関する図面」に示すた

め，基本設計方針には記載しない。 

c 

◇8  火災防護計画に関する記載 
火災防護計画に定める運用は，11,29 条にて記載する

ため、基本設計方針に記載しない。 
― 

  

72



別紙１② 

設工認申請書 各条文の設計の考え方  

3 
 

◇9  設計方針の詳細 

設計方針について，基本設計方針に記載し，詳細は

「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書」に

て記載する。 

a 

◇10  自然現象又は人為事象の選定過程 
自然現象又は人為事象の選定に係る検討過程である

ことから記載しない。 
― 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

b Ⅴ－１－１－３ 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

c Ｖ－２ 加工施設に関する図面 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

2

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件を考慮した上で
期待する機能が発揮できる設計とする。また，重大事故等対処設備が機
能を発揮するために必要な系統(供給源から供給先まで，経路を含む。)
で構成する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 〇 基本方針 -

3

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件
（重大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内
に設置する再処理施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，MOX
燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる
設計とする。重大事故等対処設備を共用する場合には，再処理施設の重
大事故等への対処を考慮した個数及び容量を確保する。また，同時に発
生する再処理施設の重大事故等による環境条件の影響について考慮す
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに
要求される技術的要件（重大事故等に対処する
ために必要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内
に設置する再処理施設と共用することにより安
全性が向上し，かつ，MOX燃料加工施設及び再処
理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用でき
る設計とする。重大事故等対処設備を共用する
場合には，再処理施設の重大事故等への対処を
考慮した個数及び容量を確保する。また，同時
に発生する再処理施設の重大事故等による環境
条件の影響について考慮する。

〇 基本方針 -

【2.2 重大事故等対処設備に対する設計方針】
重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求
される技術的要件（重大事故等に対処するために必
要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再
処理施設と共用することにより安全性が向上し，か
つ，MOX燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及
ぼさない場合には共用できる設計とする。重大事故
等対処設備を共用する場合には，再処理施設の重大
事故等への対処を考慮した個数及び容量を確保す
る。また，同時に発生する再処理施設の重大事故等
による環境条件の影響について考慮する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【2. 重大事故等対処設備に対する設計
方針】
重大事故等対処設備は，共用対象の施
設ごとに要求される技術的要件（重大
事故等に対処するために必要な機能）
を満たしつつ，同じ敷地内に設置する
再処理施設と共用することにより安全
性が向上し，かつ，MOX燃料加工施設及
び再処理施設に悪影響を及ぼさない場
合には共用できる設計とする。重大事
故等対処設備を共用する場合には，再
処理施設の重大事故等への対処を考慮
した個数及び容量を確保する。また，
同時に発生する再処理施設の重大事故
等による環境条件の影響について考慮
する。

4

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するも
のと外部からの影響による機能喪失の要因となる事象(以下「外的事象」
という。)を要因とする重大事故等に対処するものについて，常設のもの
と可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする
重大事故等に対処するものと外部からの影響に
よる機能喪失の要因となる事象(以下「外的事
象」という。)を要因とする重大事故等に対処す
るものについて，常設のものと可搬型のものが
あり，以下のとおり分類する。

〇 基本方針 -

【2.2 重大事故等対処設備に対する設計方針】
重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大
事故等に対処するものと外部からの影響による機能
喪失の要因となる事象(以下「外的事象」という。)
を要因とする重大事故等に対処するものについて，
常設のものと可搬型のものがあり，以下のとおり分
類する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【2. 重大事故等対処設備に対する設計
方針】
重大事故等対処設備は，内的事象を要
因とする重大事故等に対処するものと
外部からの影響による機能喪失の要因
となる事象(以下「外的事象」とい
う。)を要因とする重大事故等に対処す
るものについて，常設のものと可搬型
のものがあり，以下のとおり分類す
る。

5

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち常設のものをい
う。また，常設重大事故等対処設備であって耐震重要施設に属する安全
機能を有する施設が有する機能を代替するものを「常設耐震重要重大事
故等対処設備」，常設重大事故等対処設備であって常設耐震重要重大事
故等対処設備以外のものを「常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常
設重大事故等対処設備」という。
可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち可搬型のもの
をいう。

定義

基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
(1)常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処
設備のうち常設のものをいう。
(2)常設重大事故等対処設備であって耐震重要施
設に属する安全機能を有する施設が有する機能
を代替するものを「常設耐震重要重大事故等対
処設備」，常設重大事故等対処設備であって常
設耐震重要重大事故等対処設備以外のものを
「常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備」という。
(3)可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対
処設備のうち可搬型のものをいう。
・重大事故等対処設備の設備分類の一覧を示
す。

※各回次にて重大事故等対処設備が申請される
ごとに一覧を拡充する。

〇 基本方針 -

【2.2 重大事故等対処設備に対する設計方針】
(1)常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設
備のうち常設のものをいう。
(2)常設重大事故等対処設備であって耐震重要施設
に属する安全機能を有する施設が有する機能を代替
するものを「常設耐震重要重大事故等対処設備」，
常設重大事故等対処設備であって常設耐震重要重大
事故等対処設備以外のものを「常設耐震重要重大事
故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備」とい
う。
(3)可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処
設備のうち可搬型のものをいう。

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

・重大事故等対処設備の設備分類の一
覧を示す。

※各回次にて重大事故等対処設備が申
請されるごとに一覧を拡充する。

7

8.2.2   共通要因故障に対する考慮等
(1)　共通要因故障に対する考慮
重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計とする。共通要
因としては，重大事故等における条件，自然現象，人為事象，周辺機器
等からの影響及び事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定し
た条件より厳しい条件を要因とした事象を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（共通要因故障
に対する考慮等）

【3. 共通要因故障に対する考慮等　(1) 共通要
因故障に対する考慮】
重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏ま
えた設計とする。共通要因としては，重大事故
等における条件，自然現象，人為事象，周辺に
設置又は保管している設計基準事故に対処する
ための設備，重大事故等対処設備，自主対策設
備からの影響（以下「周辺機器等からの影響」
という）及び事業(変更)許可を受けた設計基準
事故において想定した条件より厳しい条件を要
因とした事象を考慮する。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮】
重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた
設計とする。共通要因としては，重大事故等におけ
る条件，自然現象，人為事象，周辺に設置又は保管
している設計基準事故に対処するための設備，重大
事故等対処設備，自主対策設備からの影響（以下
「周辺機器等からの影響」という）及び事業(変更)
許可を受けた設計基準事故において想定した条件よ
り厳しい条件を要因とした事象を考慮する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮】
重大事故等対処設備は，共通要因の特
性を踏まえた設計とする。共通要因と
しては，重大事故等における条件，自
然現象，人為事象，周辺に設置又は保
管している設計基準事故に対処するた
めの設備，重大事故等対処設備，自主
対策設備からの影響（以下「周辺機器
等からの影響」という）及び事業(変
更)許可を受けた設計基準事故において
想定した条件より厳しい条件を要因と
した事象を考慮する。

8

共通要因のうち重大事故等における条件については，想定される重大事
故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮
する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（共通要因故障
に対する考慮等）

【3. 共通要因故障に対する考慮等　(1) 共通要
因故障に対する考慮】
共通要因のうち重大事故等における条件につい
ては，想定される重大事故等が発生した場合に
おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考
慮する。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮等　(1) 共通要因
故障に対する考慮】
共通要因のうち重大事故等における条件について
は，想定される重大事故等が発生した場合における
温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮】
共通要因のうち重大事故等における条
件については，想定される重大事故等
が発生した場合における温度，圧力，
湿度，放射線及び荷重を考慮する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

1. 概要
2. 重大事故等対処設備に対する
設計方針

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

2. 重大事故等対処設備に対する
設計方針

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【2. 重大事故等対処設備に対する設計
方針】
・重大事故等対処設備は，設計，材料
の選定，製作及び検査にあたっては，
現行国内法規に基づく規格及び基準に
よるものとするが，必要に応じて，使
用実績があり，信頼性の高い国外規格
及び基準によるものとする。
重大事故等対処設備の維持管理にあ
たっては，保安規定に基づく要領類に
従い，施設管理計画における保全プロ
グラムを策定し，設備の維持管理を行
う。なお，重大事故等対処設備を構成
する設備,機器のうち，一般消耗品又は
設計上交換を想定している部品(安全に
係わる設計仕様に変更のないもので，
特別な工事を要さないものに限る。)及
び通信連絡設備，安全避難通路(照明設
備)等の「原子力施設の保安のための業
務に係わる品質管理に必要な体制の基
準に関する規則」で定める一般産業用
工業品については，適切な時期に交換
を行うことで設備の維持管理を行う。
・MOX燃料加工施設は，重大事故に至る
おそれがある事故が発生した場合にお
いて，重大事故の発生を防止するため
に，また，重大事故が発生した場合に
おいても，重大事故の拡大を防止する
ため，及びMOX燃料加工施設を設置する
事業所（再処理事業所）外への放射性
物質の異常な水準の放出を防止するた
めに，必要な運用上の措置等を講ずる
ことを保安規定に定めて，管理する。
なお，重大事故等対処設備並びに核物
質防護及び保障措置の設備は，設備間
において相互影響を考慮した設計とす
る

第1回申請と同一

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1

第1章　共通項目
8.  設備に対する要求
8.2   重大事故等対処設備
8.2.1   重大事故等対処設備に対する設計方針
MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合に
おいて，重大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発生した
場合においても，重大事故の拡大を防止するため，及びMOX燃料加工施設
を設置する事業所（再処理事業所）外への放射性物質の異常な水準の放
出を防止するために，重大事故等対処設備を設けるとともに，必要な運
用上の措置等を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針

添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

6

 重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，製作及び検査にあたって
は，現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとするが，必要に応
じて，使用実績があり，信頼性の高い国外規格及び基準によるものとす
る。
重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，保安規定に基づく要領類
に従い，施設管理計画における保全プログラムを策定し，設備の維持管
理を行う。なお，重大事故等対処設備を構成する設備,機器のうち，一般
消耗品又は設計上交換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に変更
のないもので，特別な工事を要さないものに限る。)及び通信連絡設備，
安全避難通路(照明設備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る品
質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品に
ついては，適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。
 MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合
において，重大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発生し
た場合においても，重大事故の拡大を防止するため，及びMOX燃料加工施
設を設置する事業所（再処理事業所）外への放射性物質の異常な水準の
放出を防止するために，必要な運用上の措置等を講ずることを保安規定
に定めて，管理する。
なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及び保障措置の設備は，設
備間において相互影響を考慮した設計とする。

冒頭宣言
運用要求 施設共通　基本設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.1 概要
2.2 重大事故等対処設備に対する
設計方針

【2.1 概要】
本資料は，「加工施設の技術基準に関する規則」
（以下「技術基準規則」という。）第30条及び第32
条から第39条に基づき，重大事故等対処設備が使用
される条件の下における健全性について説明するも
のである。
【2.2 重大事故等対処設備に対する設計方針】
・MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがあ
る事故が発生した場合において，重大事故の発生を
防止するために，また，重大事故が発生した場合に
おいても，重大事故の拡大を防止するため，及び
MOX燃料加工施設を設置する事業所（再処理事業
所）外への放射性物質の異常な水準の放出を防止す
るために，重大事故等対処設備を設けるとともに，
必要な運用上の措置等を講ずる設計とする。
・重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環
境条件を考慮した上で期待する機能が発揮できる設
計とする。また，重大事故等対処設備が機能を発揮
するために必要な系統(供給源から供給先まで，経
路を含む。)で構成する。

基本方針

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

1. 概要
2. 重大事故等対処設備に対する設計方針

【1. 概要】
本資料は，「加工施設の技術基準に関する規
則」（以下「技術基準規則」という。）第30条
及び第32条から第39条に基づき，重大事故等対
処設備が使用される条件の下における健全性に
ついて説明するものである。
【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
・MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれが
ある事故が発生した場合において，重大事故の
発生を防止するために，また，重大事故が発生
した場合においても，重大事故の拡大を防止す
るため，及びMOX燃料加工施設を設置する事業所
（再処理事業所）外への放射性物質の異常な水
準の放出を防止するために，重大事故等対処設
備を設けるとともに，必要な運用上の措置等を
講ずる設計とする。
・重大事故等対処設備は，想定する重大事故等
の環境条件を考慮した上で期待する機能が発揮
できる設計とする。また，重大事故等対処設備
が機能を発揮するために必要な系統(供給源から
供給先まで，経路を含む。)で構成する。

〇 基本方針 -

基本方針

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
・重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，
製作及び検査にあたっては，現行国内法規に基
づく規格及び基準によるものとするが，必要に
応じて，使用実績があり，信頼性の高い国外規
格及び基準によるものとする。
重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，
保安規定に基づく要領類に従い，施設管理計画
における保全プログラムを策定し，設備の維持
管理を行う。なお，重大事故等対処設備を構成
する設備,機器のうち，一般消耗品又は設計上交
換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に
変更のないもので，特別な工事を要さないもの
に限る。)及び通信連絡設備，安全避難通路(照
明設備)等の「原子力施設の保安のための業務に
係わる品質管理に必要な体制の基準に関する規
則」で定める一般産業用工業品については，適
切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を
行う。
・MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれが
ある事故が発生した場合において，重大事故の
発生を防止するために，また，重大事故が発生
した場合においても，重大事故の拡大を防止す
るため，及びMOX燃料加工施設を設置する事業所
（再処理事業所）外への放射性物質の異常な水
準の放出を防止するために，必要な運用上の措
置等を講ずることを保安規定に定めて，管理す
る。
なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及
び保障措置の設備は，設備間において相互影響
を考慮した設計とする。

-

【2.2 重大事故等対処設備に対する設計方針】
・重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，製作
及び検査にあたっては，現行国内法規に基づく規格
及び基準によるものとするが，必要に応じて，使用
実績があり，信頼性の高い国外規格及び基準による
ものとする。
重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，保安
規定に基づく要領類に従い，施設管理計画における
保全プログラムを策定し，設備の維持管理を行う。
なお，重大事故等対処設備を構成する設備,機器の
うち，一般消耗品又は設計上交換を想定している部
品(安全に係わる設計仕様に変更のないもので，特
別な工事を要さないものに限る。)及び通信連絡設
備，安全避難通路(照明設備)等の「原子力施設の保
安のための業務に係わる品質管理に必要な体制の基
準に関する規則」で定める一般産業用工業品につい
ては，適切な時期に交換を行うことで設備の維持管
理を行う。
・MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがあ
る事故が発生した場合において，重大事故の発生を
防止するために，また，重大事故が発生した場合に
おいても，重大事故の拡大を防止するため，及び
MOX燃料加工施設を設置する事業所（再処理事業
所）外への放射性物質の異常な水準の放出を防止す
るために，必要な運用上の措置等を講ずることを保
安規定に定めて，管理する。
なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及び保
障措置の設備は，設備間において相互影響を考慮し
た設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.3 共通要因故障に対する考慮
(1) 共通要因故障に対する考慮

〇 施設共通　基本設計方針

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【1. 概要】
本資料は，「加工施設の技術基準に関
する規則」（以下「技術基準規則」と
いう。）第30条及び第32条から第39条
に基づき，重大事故等対処設備が使用
される条件の下における健全性につい
て説明するものである。
【2. 重大事故等対処設備に対する設計
方針】
・MOX燃料加工施設は，重大事故に至る
おそれがある事故が発生した場合にお
いて，重大事故の発生を防止するため
に，また，重大事故が発生した場合に
おいても，重大事故の拡大を防止する
ため，及びMOX燃料加工施設を設置する
事業所（再処理事業所）外への放射性
物質の異常な水準の放出を防止するた
めに，重大事故等対処設備を設けると
ともに，必要な運用上の措置等を講ず
る設計とする。
・重大事故等対処設備は，想定する重
大事故等の環境条件を考慮した上で期
待する機能が発揮できる設計とする。
また，重大事故等対処設備が機能を発
揮するために必要な系統(供給源から供
給先まで，経路を含む。)で構成する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

2

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件を考慮した上で
期待する機能が発揮できる設計とする。また，重大事故等対処設備が機
能を発揮するために必要な系統(供給源から供給先まで，経路を含む。)
で構成する。

冒頭宣言

3

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件
（重大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内
に設置する再処理施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，MOX
燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる
設計とする。重大事故等対処設備を共用する場合には，再処理施設の重
大事故等への対処を考慮した個数及び容量を確保する。また，同時に発
生する再処理施設の重大事故等による環境条件の影響について考慮す
る。

冒頭宣言

4

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するも
のと外部からの影響による機能喪失の要因となる事象(以下「外的事象」
という。)を要因とする重大事故等に対処するものについて，常設のもの
と可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。

冒頭宣言

5

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち常設のものをい
う。また，常設重大事故等対処設備であって耐震重要施設に属する安全
機能を有する施設が有する機能を代替するものを「常設耐震重要重大事
故等対処設備」，常設重大事故等対処設備であって常設耐震重要重大事
故等対処設備以外のものを「常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常
設重大事故等対処設備」という。
可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち可搬型のもの
をいう。

定義

7

8.2.2   共通要因故障に対する考慮等
(1)　共通要因故障に対する考慮
重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計とする。共通要
因としては，重大事故等における条件，自然現象，人為事象，周辺機器
等からの影響及び事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定し
た条件より厳しい条件を要因とした事象を考慮する。

冒頭宣言

8

共通要因のうち重大事故等における条件については，想定される重大事
故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮
する。

冒頭宣言

項目
番号

基本設計方針 要求種別

1

第1章　共通項目
8.  設備に対する要求
8.2   重大事故等対処設備
8.2.1   重大事故等対処設備に対する設計方針
MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合に
おいて，重大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発生した
場合においても，重大事故の拡大を防止するため，及びMOX燃料加工施設
を設置する事業所（再処理事業所）外への放射性物質の異常な水準の放
出を防止するために，重大事故等対処設備を設けるとともに，必要な運
用上の措置等を講ずる設計とする。

冒頭宣言

6

 重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，製作及び検査にあたって
は，現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとするが，必要に応
じて，使用実績があり，信頼性の高い国外規格及び基準によるものとす
る。
重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，保安規定に基づく要領類
に従い，施設管理計画における保全プログラムを策定し，設備の維持管
理を行う。なお，重大事故等対処設備を構成する設備,機器のうち，一般
消耗品又は設計上交換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に変更
のないもので，特別な工事を要さないものに限る。)及び通信連絡設備，
安全避難通路(照明設備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る品
質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品に
ついては，適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。
 MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合
において，重大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発生し
た場合においても，重大事故の拡大を防止するため，及びMOX燃料加工施
設を設置する事業所（再処理事業所）外への放射性物質の異常な水準の
放出を防止するために，必要な運用上の措置等を講ずることを保安規定
に定めて，管理する。
なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及び保障措置の設備は，設
備間において相互影響を考慮した設計とする。

冒頭宣言
運用要求

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書
2.重大事故等対処設備に対する設
計方針

・重大事故等対処設備の設備分類の一覧
を示す。

※各回次にて重大事故等対処設備が申請
されるごとに一覧を拡充する。

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設備
のうち水供給設備）

-

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書
2.重大事故等対処設備に対する設
計方針

・重大事故等対処設備の設備分類
の一覧を示す。

※各回次にて重大事故等対処設備
が申請されるごとに一覧を拡充す
る。

第３回申請 第４回申請

第3回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

76



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

9

共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，
高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩
害を選定する。自然現象による荷重の組合せについては，地震，風(台
風），竜巻，積雪及び火山の影響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（共通要因故障
に対する考慮等）

【3. 共通要因故障に対する考慮等　(1) 共通要
因故障に対する考慮】
共通要因のうち自然現象として，地震，津波，
風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落
雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び
塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せ
については，地震，風(台風），竜巻，積雪及び
火山の影響を考慮する。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮等　(1) 共通要因
故障に対する考慮】
共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風
(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，
火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選
定する。自然現象による荷重の組合せについては，
地震，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を考
慮する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮】
共通要因のうち自然現象として，地
震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高
温，降水，積雪，落雷，火山の影響，
生物学的事象，森林火災及び塩害を選
定する。自然現象による荷重の組合せ
については，地震，風(台風），竜巻，
積雪及び火山の影響を考慮する。

10

共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒ガス，敷地内におけ
る化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定す
る。故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，可搬
型重大事故等対処設備による対策を講ずることとする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（共通要因故障
に対する考慮等）

【3. 共通要因故障に対する考慮等　(1) 共通要
因故障に対する考慮】
共通要因のうち人為事象として，航空機落下，
有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，
電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定
する。故意による大型航空機の衝突その他のテ
ロリズムについては，可搬型重大事故等対処設
備による対策を講ずることとする。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮等　(1) 共通要因
故障に対する考慮】
共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒
ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障
害，近隣工場等の火災及び爆発を選定する。故意に
よる大型航空機の衝突その他のテロリズムについて
は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講ずる
こととする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮】
共通要因のうち人為事象として，航空
機落下，有毒ガス，敷地内における化
学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工
場等の火災及び爆発を選定する。故意
による大型航空機の衝突その他のテロ
リズムについては，可搬型重大事故等
対処設備による対策を講ずることとす
る。

11

共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢水，火災による波
及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（共通要因故障
に対する考慮等）

【3. 共通要因故障に対する考慮等　(1) 共通要
因故障に対する考慮】
共通要因のうち周辺機器等からの影響として地
震，溢水，火災による波及的影響及び内部発生
飛散物を考慮する。 〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮等　(1) 共通要因
故障に対する考慮】
共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，
溢水，火災による波及的影響及び内部発生飛散物を
考慮する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮】
共通要因のうち周辺機器等からの影響
として地震，溢水，火災による波及的
影響及び内部発生飛散物を考慮する。

12

共通要因のうち事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した
条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（共通要因故障
に対する考慮等）

【3. 共通要因故障に対する考慮等　(1) 共通要
因故障に対する考慮】
共通要因のうち事業(変更)許可を受けた設計基
準事故において想定した条件より厳しい条件を
要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。 〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮等　(1) 共通要因
故障に対する考慮】
共通要因のうち事業(変更)許可を受けた設計基準事
故において想定した条件より厳しい条件を要因とし
た外的事象の地震の影響を考慮する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮】
共通要因のうち事業(変更)許可を受け
た設計基準事故において想定した条件
より厳しい条件を要因とした外的事象
の地震の影響を考慮する。

15

なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX燃料加工施設で発生する重大
事故は，「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核
燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象であるグローブボックス内で
の火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故への連鎖
は想定されないことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事
故の間での重大事故等対処設備の共用は行わない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設重
大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮　(1) 共通要因
故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設
備】
なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX燃料
加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物質
等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また
核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象で
あるグローブボックス内での火災によりMOX粉末
等の集積等が発生することはなく臨界事故への
連鎖は想定されないことから，同時に又は連鎖
して発生する可能性のない事故の間での重大事
故等対処設備の共用は行わない設計とする。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX燃料加
工施設での重大事故は，「核燃料物質等を閉じ込め
る機能の喪失」のみであり，また核燃料物質等を閉
じ込める機能の喪失の事象であるグローブボックス
内での火災によりMOX粉末等の集積等が発生するこ
とはなく臨界事故への連鎖は想定されないことか
ら，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故
の間での重大事故等対処設備の共用は行わない設計
とする。

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮　(1)
共通要因故障に対する考慮　a. 常設重
大事故等対処設備】
なお，事業(変更)許可を受けたとお
り，MOX燃料加工施設で発生する重大事
故は，「核燃料物質等を閉じ込める機
能の喪失」のみであり，また核燃料物
質等を閉じ込める機能の喪失の事象で
あるグローブボックス内での火災によ
りMOX粉末等の集積等が発生することは
なく臨界事故への連鎖は想定されない
ことから，同時に又は連鎖して発生す
る可能性のない事故の間での重大事故
等対処設備の共用は行わない設計とす
る。

16

　重大事故等における条件に対して常設重大事故等対処設備は，想定さ
れる重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び
荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設重
大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因
故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設
備】
重大事故等における条件に対して常設重大事故
等対処設備は，想定される重大事故等が発生し
た場合における温度，圧力，湿度，放射線及び
荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設
計とする。 〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
重大事故等における条件に対して常設重大事故等対
処設備は，想定される重大事故等が発生した場合に
おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮
し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1)
共通要因故障に対する考慮　a. 常設重
大事故等対処設備】
重大事故等における条件に対して常設
重大事故等対処設備は，想定される重
大事故等が発生した場合における温
度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考
慮し，その機能を確実に発揮できる設
計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.3 共通要因故障に対する考慮
(1) 共通要因故障に対する考慮 第1回申請と同一

14

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，代替設備により必要な機能を確保するこ
と，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停
止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設
計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな
い期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等につい
ては，保安規定に定めて，管理する。その他の常設重大事故等対処設備
についても，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮した設計と
する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設重
大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮　(1) 共通要因
故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設
備】
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対
処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重
要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用す
る常設重大事故等対処設備は，代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない
期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の
停止等又はこれらを適切に組み合わせることに
より，機能を損なわない設計とする。代替設備
により必要な機能を確保すること，安全上支障
のない期間で修理の対応を行うこと，関連する
工程を停止すること等については，保安規定に
定めて，管理する。その他の常設重大事故等対
処設備についても，可能な限り多様性，独立
性，位置的分散を考慮した設計とする。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.3 共通要因故障に対する考慮
(1) 共通要因故障に対する考慮
a. 常設重大事故等対処設備

【2.3 共通要因故障に対する考慮　(1) 共通要因故
障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計
基準事故に対処するための設備の安全機能と同時に
その機能が損なわれるおそれがないよう，内的事象
を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象
を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに
対して想定される重大事故等が発生した場合におけ
る環境条件に対して健全性を確保することにより，
信頼性が十分に高い設計とする。

〇13

a.　常設重大事故等対処設備
  常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処す
るための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ
う，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因
とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故
等が発生した場合における環境条件に対して健全性を確保することによ
り，信頼性が十分に高い設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設重
大事故等対処設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮
a. 常設重大事故等対処設備

【3. 共通要因故障に対する考慮　(1) 共通要因
故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設
備】
常設重大事故等対処設備は，共通要因によって
設計基準事故に対処するための設備の安全機能
と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ
う，内的事象を要因とする重大事故等に対処す
るものと外的事象を要因とする重大事故等に対
処するものそれぞれに対して想定される重大事
故等が発生した場合における環境条件に対して
健全性を確保することにより，信頼性が十分に
高い設計とする。

〇 基本方針 -

〇

【2.3 共通要因故障に対する考慮　(1) 共通要因故
障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処す
る常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設
以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事
故等対処設備は，代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行
うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に
組み合わせることにより，機能を損なわない設計と
する。代替設備により必要な機能を確保すること，
安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関
連する工程を停止すること等については，保安規定
に定めて，管理する。その他の常設重大事故等対処
設備についても，可能な限り多様性，独立性，位置
的分散を考慮した設計とする。

〇基本方針 -

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮
a. 常設重大事故等対処設備

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮　(1)
共通要因故障に対する考慮　a. 常設重
大事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，共通要因
によって設計基準事故に対処するため
の設備の安全機能と同時にその機能が
損なわれるおそれがないよう，内的事
象を要因とする重大事故等に対処する
ものと外的事象を要因とする重大事故
等に対処するものそれぞれに対して想
定される重大事故等が発生した場合に
おける環境条件に対して健全性を確保
することにより，信頼性が十分に高い
設計とする。

- 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

- 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮　(1)
共通要因故障に対する考慮　a. 常設重
大事故等対処設備】
ただし，内的事象を要因とする重大事
故等へ対処する常設重大事故等対処設
備のうち安全上重要な施設以外の安全
機能を有する施設と兼用する常設重大
事故等対処設備は，代替設備により必
要な機能を確保すること，安全上支障
のない期間で修理の対応を行うこと，
関連する工程の停止等又はこれらを適
切に組み合わせることにより，機能を
損なわない設計とする。代替設備によ
り必要な機能を確保すること，安全上
支障のない期間で修理の対応を行うこ
と，関連する工程を停止すること等に
ついては，保安規定に定めて，管理す
る。その他の常設重大事故等対処設備
についても，可能な限り多様性，独立
性，位置的分散を考慮した設計とす
る。

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

9

共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，
高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩
害を選定する。自然現象による荷重の組合せについては，地震，風(台
風），竜巻，積雪及び火山の影響を考慮する。

冒頭宣言

10

共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒ガス，敷地内におけ
る化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定す
る。故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，可搬
型重大事故等対処設備による対策を講ずることとする。

冒頭宣言

11

共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢水，火災による波
及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。

冒頭宣言

12

共通要因のうち事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した
条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。

冒頭宣言

15

なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX燃料加工施設で発生する重大
事故は，「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核
燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象であるグローブボックス内で
の火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故への連鎖
は想定されないことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事
故の間での重大事故等対処設備の共用は行わない設計とする。

冒頭宣言

16

　重大事故等における条件に対して常設重大事故等対処設備は，想定さ
れる重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び
荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

冒頭宣言

14

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，代替設備により必要な機能を確保するこ
と，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停
止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設
計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな
い期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等につい
ては，保安規定に定めて，管理する。その他の常設重大事故等対処設備
についても，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮した設計と
する。

冒頭宣言

13

a.　常設重大事故等対処設備
  常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処す
るための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ
う，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因
とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故
等が発生した場合における環境条件に対して健全性を確保することによ
り，信頼性が十分に高い設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

17

　常設重大事故等対処設備は，「2.  地盤」に基づく地盤に設置し，地
震，津波及び火災に対しては，「3.1   地震による損傷の防止」，「3.2
津波による損傷の防止」及び「5.  火災等による損傷の防止」に基づく
設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設重
大事故等対処設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮
a. 常設重大事故等対処設備

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.3 共通要因故障に対する考慮
(1) 共通要因故障に対する考慮
a. 常設重大事故等対処設備

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮
a. 常設重大事故等対処設備

18

事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい
条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故
等に対処するために重大事故等時に機能を期待する常設重大事故等対処
設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設重
大事故等対処設備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

19

また，溢水及び火災に対して常設重大事故等対処設備は，設計基準事故
に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないよう，健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設重
大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮　(1) 共通要因
故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設
備】
溢水及び火災に対して常設重大事故等対処設備
は，設計基準事故に対処するための設備の安全
機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，健全性を確保する設計とする。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
溢水及び火災に対して常設重大事故等対処設備は，
設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同
時にその機能が損なわれるおそれがないよう，健全
性を確保する設計とする。 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮　(1)
共通要因故障に対する考慮　a. 常設重
大事故等対処設備】
溢水及び火災に対して常設重大事故等
対処設備は，設計基準事故に対処する
ための設備の安全機能と同時にその機
能が損なわれるおそれがないよう，健
全性を確保する設計とする。

20

　常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積
雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，
有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等
の火災及び爆発に対する健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設重
大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮　(1) 共通要因
故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設
備】
常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，
凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，
生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，
有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，
電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対す
る健全性を確保する設計とする。 〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍
結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学
的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，
敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近
隣工場等の火災及び爆発に対する健全性を確保する
設計とする。

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮　(1)
共通要因故障に対する考慮　a. 常設重
大事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，風(台
風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，
落雷，火山の影響，生物学的事象，森
林火災，塩害，航空機落下，有毒ガ
ス，敷地内における化学物質の漏え
い，電磁的障害，近隣工場等の火災及
び爆発に対する健全性を確保する設計
とする。

21

　周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対して，回転羽の損壊
により飛散物を発生させる回転機器について回転体の飛散を防止する設
計とし，常設重大事故等対処設備が機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設重
大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮　(1) 共通要因
故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設
備】
・周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物
に対して常設重大事故等対処設備は，回転羽の
損壊により飛散物を発生させる回転機器につい
て回転体の飛散を防止する設計とし，重量物の
落下により飛散物を発生させる機器については
重量物の落下を防止する設計とする。または，
設計基準事故に対処するための設備の安全機能
と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ
う，位置的分散を図ることで重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
・周辺機器等からの影響のうち地震に対して常
設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器
等からの波及的影響によって機能を損なわない
設計とする。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮　(1) 共通要因故
障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
・周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対
して常設重大事故等対処設備は，回転羽の損壊によ
り飛散物を発生させる回転機器について回転体の飛
散を防止する設計とし，重量物の落下により飛散物
を発生させる機器については重量物の落下を防止す
る設計とする。または，設計基準事故に対処するた
めの設備の安全機能と同時にその機能が損なわれる
おそれがないよう，位置的分散を図ることで重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・周辺機器等からの影響のうち地震に対して常設重
大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等からの
波及的影響によって機能を損なわない設計とする。

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮　(1)
共通要因故障に対する考慮　a. 常設重
大事故等対処設備】
・周辺機器等からの影響のうち内部発
生飛散物に対して常設重大事故等対処
設備は，回転羽の損壊により飛散物を
発生させる回転機器について回転体の
飛散を防止する設計とし，重量物の落
下により飛散物を発生させる機器につ
いては重量物の落下を防止する設計と
する。または，設計基準事故に対処す
るための設備の安全機能と同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，
位置的分散を図ることで重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
・周辺機器等からの影響のうち地震に
対して常設重大事故等対処設備は，当
該設備周辺の機器等からの波及的影響
によって機能を損なわない設計とす
る。

22

　環境条件に対する健全性については，「8.2.4　環境条件等」に基づく
設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設重
大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因
故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設
備】
重大事故等における条件，自然現象，人為事
象，周辺機器等からの影響及び設計基準事故に
おいて想定した条件より厳しい条件を要因とし
た外的事象に対する健全性については，「4.
環境条件等」に示す。また，常設重大事故等対
処設備の機能と多様性，独立性，位置的分散を
考慮する設備を「8.　系統施設毎の設計上の考
慮」に示す。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
重大事故等における条件，自然現象，人為事象，周
辺機器等からの影響及び設計基準事故において想定
した条件より厳しい条件を要因とした外的事象に対
する健全性については，「2.4　環境条件等」に示
す。また，常設重大事故等対処設備の機能と多様
性，独立性，位置的分散を考慮する設備を「2.9
系統施設毎の設計上の考慮」に示す。

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮 (1)
共通要因故障に対する考慮　a. 常設重
大事故等対処設備】
重大事故等における条件，自然現象，
人為事象，周辺機器等からの影響及び
設計基準事故において想定した条件よ
り厳しい条件を要因とした外的事象に
対する健全性については，「4.　環境
条件等」に示す。また，常設重大事故
等対処設備の機能と多様性，独立性，
位置的分散を考慮する設備を「9.　系
統施設毎の設計上の考慮」に示す。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮
a. 常設重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.3 共通要因故障に対する考慮
(1) 共通要因故障に対する考慮
a. 常設重大事故等対処設備

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮
a. 常設重大事故等対処設備

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因
故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設
備】
・常設重大事故等対処設備は，「Ⅲ 耐震性に関
する説明書」のうち「Ⅲ－１－１－２ 地盤の支
持性能に係る基本方針」に基づく地盤に設置
し，地震，津波及び火災に対しては，「Ⅲ 耐震
性に関する説明書」，「Ｖ－１－１－１－６
津波への配慮に関する説明書」及び「Ｖ－１－
１－６　火災及び爆発の防止に関する説明書」
に基づく設計とする。
・事業(変更)許可を受けた設計基準事故におい
て想定した条件より厳しい条件を要因とした外
的事象の地震に対して，地震を要因とする重大
事故等に対処するために重大事故等時に機能を
期待する常設重大事故等対処設備は，「2.6 地
震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震
設計」に基づく設計とする。

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
・常設重大事故等対処設備は，添付書類「Ⅲ 耐震
性に関する説明書」のうち「Ⅲ－１－１－２ 地盤
の支持性能に係る基本方針」に基づく地盤に設置
し，地震，津波及び火災に対しては，「Ⅲ 耐震性
に関する説明書」，「Ｖ－１－１－１－６　津波へ
の配慮に関する説明書」及び「Ｖ－１－１－６　火
災及び爆発の防止に関する説明書」に基づく設計と
する。
・事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想
定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の
地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処
するために重大事故等時に機能を期待する常設重大
事故等対処設備は，「2.6 地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
る。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮 (1)
共通要因故障に対する考慮　a. 常設重
大事故等対処設備】
・常設重大事故等対処設備は，「Ⅲ 耐
震性に関する説明書」のうち「Ⅲ－１
－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方
針」に基づく地盤に設置し，地震，津
波及び火災に対しては，「Ⅲ 耐震性に
関する説明書」，「Ｖ－１－１－１－
６　津波への配慮に関する説明書」及
び「Ｖ－１－１－６　火災及び爆発の
防止に関する説明書」に基づく設計と
する。
・事業(変更)許可を受けた設計基準事
故において想定した条件より厳しい条
件を要因とした外的事象の地震に対し
て，地震を要因とする重大事故等に対
処するために重大事故等時に機能を期
待する常設重大事故等対処設備は，
「2.6 地震を要因とする重大事故等に
対する施設の耐震設計」に基づく設計
とする。

79



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

17

　常設重大事故等対処設備は，「2.  地盤」に基づく地盤に設置し，地
震，津波及び火災に対しては，「3.1   地震による損傷の防止」，「3.2
津波による損傷の防止」及び「5.  火災等による損傷の防止」に基づく
設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

18

事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい
条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故
等に対処するために重大事故等時に機能を期待する常設重大事故等対処
設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設
計」に基づく設計とする。

冒頭宣言

19

また，溢水及び火災に対して常設重大事故等対処設備は，設計基準事故
に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないよう，健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

20

　常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積
雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，
有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等
の火災及び爆発に対する健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言

21

　周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対して，回転羽の損壊
により飛散物を発生させる回転機器について回転体の飛散を防止する設
計とし，常設重大事故等対処設備が機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

22

　環境条件に対する健全性については，「8.2.4　環境条件等」に基づく
設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

23

b.　可搬型重大事故等対処設備
　可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処
するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に
対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない
よう内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因
とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故
等が発生した場合における環境条件に対して健全性を確保すること，位
置的分散を図ることにより信頼性が十分に高い設計とする。その他の可
搬型重大事故等対処設備についても，可能な限り多様性，独立性，位置
的分散を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮  (1) 共通要因故
障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設備】
・可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって
設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は
常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するた
めに必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそ
れがないよう内的事象を要因とする重大事故等に対
処するものと外的事象を要因とする重大事故等に対
処するものそれぞれに対して想定される重大事故等
が発生した場合における環境条件に対して健全性を
確保すること，位置的分散を図ることにより信頼性
が十分に高い設計とする。その他の可搬型重大事故
等対処設備についても，可能な限り多様性，独立
性，位置的分散を考慮した設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮 (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
・可搬型重大事故等対処設備は，共通
要因によって設計基準事故に対処する
ための設備の安全機能又は常設重大事
故等対処設備の重大事故等に対処する
ために必要な機能と同時にその機能が
損なわれるおそれがないよう内的事象
を要因とする重大事故等に対処するも
のと外的事象を要因とする重大事故等
に対処するものそれぞれに対して想定
される重大事故等が発生した場合にお
ける環境条件に対して健全性を確保す
ること，位置的分散を図ることにより
信頼性が十分に高い設計とする。その
他の可搬型重大事故等対処設備につい
ても，可能な限り多様性，独立性，位
置的分散を考慮した設計とする。

24

なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX燃料加工施設で発生する重大
事故は，「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核
燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象であるグローブボックス内で
の火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故への連鎖
は想定されないことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事
故の間での重大事故等対処設備の共用は行わない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮  (1) 共通要因故
障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設備】
・なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX燃料
加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物質等を
閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核燃料物
質等を閉じ込める機能の喪失の事象であるグローブ
ボックス内での火災によりMOX粉末等の集積等が発
生することはなく臨界事故への連鎖は想定されない
ことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のな
い事故の間での重大事故等対処設備の共用は行わな
い設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮  (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
・なお，事業(変更)許可を受けたとお
り，MOX燃料加工施設で発生する重大事
故は，「核燃料物質等を閉じ込める機
能の喪失」のみであり，また核燃料物
質等を閉じ込める機能の喪失の事象で
あるグローブボックス内での火災によ
りMOX粉末等の集積等が発生することは
なく臨界事故への連鎖は想定されない
ことから，同時に又は連鎖して発生す
る可能性のない事故の間での重大事故
等対処設備の共用は行わない設計とす
る。

25

　可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象又は故
意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事故に対処す
るための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上
で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮  (1) 共通要因故
障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設備】
・なお，MOX燃料加工施設での重大事故は，「核燃
料物質等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，同
時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で
の重大事故等対処設備の共用は行わない設計とす
る。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮  (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
・なお，MOX燃料加工施設での重大事故
は，「核燃料物質等を閉じ込める機能
の喪失」のみであり，同時に又は連鎖
して発生する可能性のない事故の間で
の重大事故等対処設備の共用は行わな
い設計とする。
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　重大事故等における条件に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定
される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及
び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因
故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設
備】
可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等にお
ける条件に対して想定される重大事故等が発生
した場合における温度，圧力，湿度，放射線及
び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる
設計とする。 〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設備】
可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等における
条件に対して想定される重大事故等が発生した場合
における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮
し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮 (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
可搬型重大事故等対処設備は，重大事
故等における条件に対して想定される
重大事故等が発生した場合における温
度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考
慮し，その機能を確実に発揮できる設
計とする。
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　屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「2.  地盤」に基づく
地盤に設置された建屋等に位置的分散することにより，設計基準事故に
対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故
等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが
ないように保管する設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮  (1) 共通要因
故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設
備】
・屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備
は，「Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性能に係る
基本方針」に基づく地盤に設置された建屋等に
位置的分散することにより，設計基準事故に対
処するための設備の安全機能又は常設重大事故
等対処設備の重大事故等に対処するために必要
な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが
ないように保管する設計とする。 〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設備】
・屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方
針」に基づく地盤に設置された建屋等に位置的分散
することにより，設計基準事故に対処するための設
備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事
故等に対処するために必要な機能と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように保管する設計とす
る。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮 (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
・屋内に保管する可搬型重大事故等対
処設備は，「Ⅲ－１－１－２　地盤の
支持性能に係る基本方針」に基づく地
盤に設置された建屋等に位置的分散す
ることにより，設計基準事故に対処す
るための設備の安全機能又は常設重大
事故等対処設備の重大事故等に対処す
るために必要な機能と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように保管
する設計とする。
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屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「3.1  地震による損傷の
防止」に示す地震により，転倒しないことを確認する，又は必要により
固縛等の措置をするとともに，「3.1　地震による損傷の防止」の地震に
より生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈
下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等
により必要な機能を喪失しない複数の保管場所に位置的分散することに
より，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故
等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように保管する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮  (1) 共通要因
故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設
備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅲ　耐震性に関する説明書」に示す地震によ
り，転倒しないことを確認する，又は必要によ
り固縛等の措置をするとともに，「Ⅲ　耐震性
に関する説明書」の地震により生ずる敷地下斜
面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等
沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不
足，地中埋設構造物の損壊等により必要な機能
を喪失しない複数の保管場所に位置的分散する
ことにより，設計基準事故に対処するための設
備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重
大事故等に対処するために必要な機能と同時に
その機能が損なわれるおそれがないように保管
する設計とする。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅲ
耐震性に関する説明書」に示す地震により，転倒し
ないことを確認する，又は必要により固縛等の措置
をするとともに，「Ⅲ　耐震性に関する説明書」の
地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は
揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，
地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等により
必要な機能を喪失しない複数の保管場所に位置的分
散することにより，設計基準事故に対処するための
設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大
事故等に対処するために必要な機能と同時にその機
能が損なわれるおそれがないように保管する設計と
する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮  (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処
設備は，「Ⅲ　耐震性に関する説明
書」に示す地震により，転倒しないこ
とを確認する，又は必要により固縛等
の措置をするとともに，「Ⅲ　耐震性
に関する説明書」の地震により生ずる
敷地下斜面のすべり，液状化又は揺す
り込みによる不等沈下，傾斜及び浮き
上がり，地盤支持力の不足，地中埋設
構造物の損壊等により必要な機能を喪
失しない複数の保管場所に位置的分散
することにより，設計基準事故に対処
するための設備の安全機能又は常設重
大事故等対処設備の重大事故等に対処
するために必要な機能と同時にその機
能が損なわれるおそれがないように保
管する設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮
b. 可搬型重大事故対処設備

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

冒頭宣言

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より
厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を要因とする重
大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事
故等対処設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計」に基づく設計とする。
　津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，「3.2
津波による損傷の防止」に示す津波による影響を受けない位置に設置す
る設計とする。
　また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響を受け
るおそれのない場所を選定することとし，使用時に津波による影響を受
けるおそれのある場所に据付ける場合は，津波に対して重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「5．火災等による損傷の
防止」に基づく設計とするとともに，「8.2.7 　可搬型重大事故等対処
設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行う設計とす
る。29

【2.3 共通要因故障に対する考慮  (1) 共通要因故
障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設備】
・また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故にお
いて想定した条件より厳しい条件を要因とした外的
事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等
に対処するために重大事故等時に機能を期待する可
搬型重大事故等対処設備は，「2.6 地震を要因とす
る重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。
・津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場
所については，「Ｖ－１－１－１－６　津波への配
慮に関する説明書」に示す津波による影響を受けな
い位置に保管する設計とする。また，可搬型重大事
故等対処設備の据付けは，津波による影響を受ける
おそれのない場所を選定することとし，使用時に津
波による影響を受けるおそれのある場所に据付ける
場合は，津波に対して重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
・火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「「Ⅴ－１－１－６　火災及び爆発の防止に関する
説明書」に基づく設計とするとともに，「2.7 　可
搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方
針」に基づく火災防護を行う設計とする。

-

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.3 共通要因故障に対する考慮
(1) 共通要因故障に対する考慮
b. 可搬型重大事故対処設備

基本方針〇

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮
b. 可搬型重大事故対処設備

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因
故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設
備】
・可搬型重大事故等対処設備は，共通要因に
よって設計基準事故に対処するための設備の安
全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故
等に対処するために必要な機能と同時にその機
能が損なわれるおそれがないよう内的事象を要
因とする重大事故等に対処するものと外的事象
を要因とする重大事故等に対処するものそれぞ
れに対して想定される重大事故等が発生した場
合における環境条件に対して健全性を確保する
こと，位置的分散を図ることにより信頼性が十
分に高い設計とする。その他の可搬型重大事故
等対処設備についても，可能な限り多様性，独
立性，位置的分散を考慮した設計とする。
・なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX燃
料加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物
質等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，ま
た核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象
であるグローブボックス内での火災によりMOX粉
末等の集積等が発生することはなく臨界事故へ
の連鎖は想定されないことから，同時に又は連
鎖して発生する可能性のない事故の間での重大
事故等対処設備の共用は行わない設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，
その他の自然現象又は故意による大型航空機の
衝突その他のテロリズム，設計基準事故に対処
するための設備及び重大事故等対処設備の配置
その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対
処設備と異なる保管場所に保管する設計とす
る。

【3. 共通要因故障に対する考慮  (1) 共通要因
故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設
備】
・また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故
において想定した条件より厳しい条件を要因と
した外的事象の地震に対して，地震を要因とす
る重大事故等に対処するために重大事故等時に
機能を期待する可搬型重大事故等対処設備は，
「6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計」に基づく設計とする。
・津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保
管場所については，「Ｖ－１－１－１－６　津
波への配慮に関する説明書」に示す津波による
影響を受けない位置に保管する設計とする。ま
た，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津
波による影響を受けるおそれのない場所を選定
することとし，使用時に津波による影響を受け
るおそれのある場所に据付ける場合は，津波に
対して重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。
火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅴ－１－１－６　火災及び爆発の防止に関す
る説明書」に基づく設計とするとともに，「7.
可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する
防護方針」に基づく火災防護を行う設計とす
る。

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮  (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
・また，事業(変更)許可を受けた設計
基準事故において想定した条件より厳
しい条件を要因とした外的事象の地震
に対して，地震を要因とする重大事故
等に対処するために重大事故等時に機
能を期待する可搬型重大事故等対処設
備は，「6. 地震を要因とする重大事故
等に対する施設の耐震設計」に基づく
設計とする。
・津波に対して可搬型重大事故等対処
設備の保管場所については，「Ｖ－１
－１－１－６　津波への配慮に関する
説明書」に示す津波による影響を受け
ない位置に保管する設計とする。ま
た，可搬型重大事故等対処設備の据付
けは，津波による影響を受けるおそれ
のない場所を選定することとし，使用
時に津波による影響を受けるおそれの
ある場所に据付ける場合は，津波に対
して重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
火災に対して可搬型重大事故等対処設
備は，「Ⅴ－１－１－６　火災及び爆
発の防止に関する説明書」に基づく設
計とするとともに，「7. 　可搬型重大
事故等対処設備の内部火災に対する防
護方針」に基づく火災防護を行う設計
とする
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

23

b.　可搬型重大事故等対処設備
　可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処
するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に
対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがない
よう内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因
とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故
等が発生した場合における環境条件に対して健全性を確保すること，位
置的分散を図ることにより信頼性が十分に高い設計とする。その他の可
搬型重大事故等対処設備についても，可能な限り多様性，独立性，位置
的分散を考慮した設計とする。

冒頭宣言

24

なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX燃料加工施設で発生する重大
事故は，「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核
燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象であるグローブボックス内で
の火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故への連鎖
は想定されないことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事
故の間での重大事故等対処設備の共用は行わない設計とする。

冒頭宣言

25

　可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象又は故
意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事故に対処す
るための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上
で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。

冒頭宣言

26

　重大事故等における条件に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定
される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及
び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

冒頭宣言

27

　屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「2.  地盤」に基づく
地盤に設置された建屋等に位置的分散することにより，設計基準事故に
対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故
等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれが
ないように保管する設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

28

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「3.1  地震による損傷の
防止」に示す地震により，転倒しないことを確認する，又は必要により
固縛等の措置をするとともに，「3.1　地震による損傷の防止」の地震に
より生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈
下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等
により必要な機能を喪失しない複数の保管場所に位置的分散することに
より，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故
等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能
が損なわれるおそれがないように保管する設計とする。

冒頭宣言

冒頭宣言

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より
厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を要因とする重
大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事
故等対処設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計」に基づく設計とする。
　津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，「3.2
津波による損傷の防止」に示す津波による影響を受けない位置に設置す
る設計とする。
　また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響を受け
るおそれのない場所を選定することとし，使用時に津波による影響を受
けるおそれのある場所に据付ける場合は，津波に対して重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「5．火災等による損傷の
防止」に基づく設計とするとともに，「8.2.7 　可搬型重大事故等対処
設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行う設計とす
る。29

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

【3. 共通要因故障に対する考慮  (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
可搬型重大事故等対処設備は，重大事故
等における条件に対して想定される重大
事故等が発生した場合における温度，圧
力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ
の機能を確実に発揮できる設計とする。

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

【3. 共通要因故障に対する考慮  (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
・屋内に保管する可搬型重大事故等対処
設備は，「Ⅲ－１－１－２　地盤の支持
性能に係る基本方針」に基づく地盤に設
置された建屋等に位置的分散することに
より，設計基準事故に対処するための設
備の安全機能又は常設重大事故等対処設
備の重大事故等に対処するために必要な
機能と同時にその機能が損なわれるおそ
れがないように保管する設計とする。

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

【3. 共通要因故障に対する考慮  (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設
備は，「Ⅲ　耐震性に関する説明書」に
示す地震により，転倒しないことを確認
する，又は必要により固縛等の措置をす
るとともに，「Ⅲ　耐震性に関する説明
書」の地震により生ずる敷地下斜面のす
べり，液状化又は揺すり込みによる不等
沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力
の不足，地中埋設構造物の損壊等により
必要な機能を喪失しない複数の保管場所
に位置的分散することにより，設計基準
事故に対処するための設備の安全機能又
は常設重大事故等対処設備の重大事故等
に対処するために必要な機能と同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないように
保管する設計とする。

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

【3. 共通要因故障に対する考慮  (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
・可搬型重大事故等対処設備は，共通要
因によって設計基準事故に対処するため
の設備の安全機能又は常設重大事故等対
処設備の重大事故等に対処するために必
要な機能と同時にその機能が損なわれる
おそれがないよう内的事象を要因とする
重大事故等に対処するものと外的事象を
要因とする重大事故等に対処するものそ
れぞれに対して想定される重大事故等が
発生した場合における環境条件に対して
健全性を確保すること，位置的分散を図
ることにより信頼性が十分に高い設計と
する。その他の可搬型重大事故等対処設
備についても，可能な限り多様性，独立
性，位置的分散を考慮した設計とする。
・なお，事業(変更)許可を受けたとお
り，MOX燃料加工施設で発生する重大事
故は，「核燃料物質等を閉じ込める機能
の喪失」のみであり，また核燃料物質等
を閉じ込める機能の喪失の事象であるグ
ローブボックス内での火災によりMOX粉
末等の集積等が発生することはなく臨界
事故への連鎖は想定されないことから，
同時に又は連鎖して発生する可能性のな
い事故の間での重大事故等対処設備の共
用は行わない設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，地震，
津波，その他の自然現象又は故意による
大型航空機の衝突その他のテロリズム，
設計基準事故に対処するための設備及び
重大事故等対処設備の配置その他の条件
を考慮した上で常設重大事故等対処設備
と異なる保管場所に保管する設計とす
る。

第3回申請と同一

第3回申請と同一

【3. 共通要因故障に対する考慮  (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
・また，事業(変更)許可を受けた設計基
準事故において想定した条件より厳しい
条件を要因とした外的事象の地震に対し
て，地震を要因とする重大事故等に対処
するために重大事故等時に機能を期待す
る可搬型重大事故等対処設備は，「6.
地震を要因とする重大事故等に対する施
設の耐震設計」に基づく設計とする。
・津波に対して可搬型重大事故等対処設
備の保管場所については，「Ｖ－１－１
－１－６　津波への配慮に関する説明
書」に示す津波による影響を受けない位
置に保管する設計とする。また，可搬型
重大事故等対処設備の据付けは，津波に
よる影響を受けるおそれのない場所を選
定することとし，使用時に津波による影
響を受けるおそれのある場所に据付ける
場合は，津波に対して重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・火災に対して可搬型重大事故等対処設
備は，「Ⅴ－１－１－６　火災及び爆発
の防止に関する説明書」に基づく設計と
するとともに，「7. 可搬型重大事故等
対処設備の内部火災に対する防護方針」
に基づく火災防護を行う設計とする。

第3回申請と同一

第3回申請と同一

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮

-
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

30

溢水，火災及び内部発生飛散物に対して可搬型重大事故等対処設備は，
設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処
設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損な
われるおそれがないよう，位置的分散を図る設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因
故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設
備】
溢水，火災及び内部発生飛散物に対して可搬型
重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処す
るための設備の安全機能又は常設重大事故等対
処設備の重大事故等に対処するために必要な機
能と同時にその機能が損なわれるおそれがない
よう，位置的分散を図る設計とする。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設備】
溢水，火災及び内部発生飛散物に対して可搬型重大
事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための
設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大
事故等に対処するために必要な機能と同時にその機
能が損なわれるおそれがないよう，位置的分散を図
る設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮 (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
溢水，火災及び内部発生飛散物に対し
て可搬型重大事故等対処設備は，設計
基準事故に対処するための設備の安全
機能又は常設重大事故等対処設備の重
大事故等に対処するために必要な機能
と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないよう，位置的分散を図る設計と
する。

31

　屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍
結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，
塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁
的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して，外部からの衝撃による損
傷の防止が図られた建屋等内に保管し，かつ，設計基準事故に対処する
ための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処
するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ
う，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備を
設置する場所と異なる場所に保管する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因
故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設
備】
屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，
風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落
雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩
害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化
学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火
災及び爆発に対して，外部からの衝撃による損
傷の防止が図られた建屋等内に保管し，かつ，
設計基準事故に対処するための設備の安全機能
又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対
処するために必要な機能と同時にその機能が損
なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対
処するための設備又は常設重大事故等対処設備
を設置する場所と異なる場所に保管する設計と
する。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設備】
屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風
(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火
山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機
落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏え
い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対し
て，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建
屋等内に保管し，かつ，設計基準事故に対処するた
めの設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の
重大事故等に対処するために必要な機能と同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事
故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設
備を設置する場所と異なる場所に保管する設計とす
る。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮 (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
屋内に保管する可搬型重大事故等対処
設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高
温，降水，積雪，落雷，火山の影響，
生物学的事象，森林火災，塩害，航空
機落下，有毒ガス，敷地内における化
学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工
場等の火災及び爆発に対して，外部か
らの衝撃による損傷の防止が図られた
建屋等内に保管し，かつ，設計基準事
故に対処するための設備の安全機能又
は常設重大事故等対処設備の重大事故
等に対処するために必要な機能と同時
にその機能が損なわれるおそれがない
よう，設計基準事故に対処するための
設備又は常設重大事故等対処設備を設
置する場所と異なる場所に保管する設
計とする。

32

　屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象及
び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，設計基準
事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重
大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるお
それがないよう，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故
等対処設備を設置する建屋の外壁から100ｍ以上の離隔距離を確保した場
所に保管するとともに異なる場所にも保管することで位置的分散を図る
設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因
故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設
備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，
自然現象，人為事象及び故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムに対して，設計基準
事故に対処するための設備の安全機能又は常設
重大事故等対処設備の重大事故等に対処するた
めに必要な機能と同時にその機能が損なわれる
おそれがないよう，設計基準事故に対処するた
めの設備又は常設重大事故等対処設備を設置す
る建屋の外壁から100ｍ以上の離隔距離を確保し
た場所に保管するとともに異なる場所にも保管
することで位置的分散を図る設計とする。

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

2.3 共通要因故障に対する考慮
(1) 共通要因故障に対する考慮
b. 可搬型重大事故対処設備

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然
現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突そ
の他のテロリズムに対して，設計基準事故に対処す
るための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設
備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時
にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基
準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対
処設備を設置する建屋の外壁から100ｍ以上の離隔
距離を確保した場所に保管するとともに異なる場所
にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮 (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処
設備は，自然現象，人為事象及び故意
による大型航空機の衝突その他のテロ
リズムに対して，設計基準事故に対処
するための設備の安全機能又は常設重
大事故等対処設備の重大事故等に対処
するために必要な機能と同時にその機
能が損なわれるおそれがないよう，設
計基準事故に対処するための設備又は
常設重大事故等対処設備を設置する建
屋の外壁から100ｍ以上の離隔距離を確
保した場所に保管するとともに異なる
場所にも保管することで位置的分散を
図る設計とする。
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　屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍
結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，
塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁
的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して健全性を確保する設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因
故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設
備】
・屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備
は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積
雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火
災，塩害，人為事象の航空機落下，有毒ガス，
敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障
害，近隣工場等の火災及び爆発に対して健全性
を確保する設計とする。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設備】
・屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風
(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火
山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，人為事
象の航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物
質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆
発に対して健全性を確保する設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮 (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
・屋外に保管する可搬型重大事故等対
処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高
温，降水，積雪，落雷，火山の影響，
生物学的事象，森林火災，塩害，人為
事象の航空機落下，有毒ガス，敷地内
における化学物質の漏えい，電磁的障
害，近隣工場等の火災及び爆発に対し
て健全性を確保する設計とする。
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　環境条件に対する健全性については，「8.2.4　環境条件等」に基づく
設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因
故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設
備】
重大事故等における条件，自然現象，人為事
象，周辺機器等からの影響及び設計基準事故に
おいて想定した条件より厳しい条件を要因とし
た外的事象に対する健全性については，「4.
環境条件等」に示す。また，可搬型重大事故等
対処設備の機能と多様性，独立性，位置的分散
を考慮する設備を「8.系統施設ごとの設計上の
考慮」に示す。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　b. 可搬型重大事故対処設備】
重大事故等における条件，自然現象，人為事象，周
辺機器等からの影響及び設計基準事故において想定
した条件より厳しい条件を要因とした外的事象に対
する健全性については，「2.4　環境条件等」に示
す。また，可搬型重大事故等対処設備の機能と多様
性，独立性，位置的分散を考慮する設備を「3.系統
施設ごとの設計上の考慮」に示す。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮 (1)
共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型
重大事故対処設備】
重大事故等における条件，自然現象，
人為事象，周辺機器等からの影響及び
設計基準事故において想定した条件よ
り厳しい条件を要因とした外的事象に
対する健全性については，「4.　環境
条件等」に示す。また，可搬型重大事
故等対処設備の機能と多様性，独立
性，位置的分散を考慮する設備を「8.
系統施設ごとの設計上の考慮」に示
す。

35

c.　可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口
MOX燃料加工施設における重大事故等の対処においては，建屋等の外から
可搬型重大事故等対処設備を常設重大事故等対処設備に接続して水又は
電力を供給する必要のない設計とする。

冒頭宣言 基本方針（常設・可搬型接続）
基本方針（共通要因故障
に対する考慮等（常設・
可搬型接続））

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因
故障に対する考慮　c. 可搬型重大事故等対処設
備と常設重大事故等対処設備の接続口】
MOX燃料加工施設における重大事故等の対処にお
いては，建屋等の外から可搬型重大事故等対処
設備を常設重大事故等対処設備に接続して水又
は電力を供給する必要のない設計とする。

〇 基本方針（常設・可搬型接続） -

【2.3 共通要因故障に対する考慮 (1) 共通要因故
障に対する考慮　c. 可搬型重大事故等対処設備と
常設重大事故等対処設備の接続口】
MOX燃料加工施設における重大事故等の対処におい
ては，建屋等の外から可搬型重大事故等対処設備を
常設重大事故等対処設備に接続して水又は電力を供
給する必要のない設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮 (1)
共通要因故障に対する考慮　c. 可搬型
重大事故等対処設備と常設重大事故等
対処設備の接続口】
MOX燃料加工施設における重大事故等の
対処においては，建屋等の外から可搬
型重大事故等対処設備を常設重大事故
等対処設備に接続して水又は電力を供
給する必要のない設計とする。

36

(2)  悪影響防止
　重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備(安全機能を有する
施設，当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備，再処理施設
及び再処理施設の重大事故等対処設備を含む。）に対して悪影響を及ぼ
さない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（悪影響防止） 〇 基本方針 -
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　重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を考慮し，他の設備
への影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影
響(電気的な影響を含む。），内部発生飛散物による影響並びに竜巻によ
り飛来物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設
計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（悪影響防止） 〇 基本方針 -

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮
b. 可搬型重大事故対処設備

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮
b.可搬型重大事故対処設備
c.可搬型重大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備の接続口

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書れる条件の下における健全
性に関する説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(2) 悪影響防止

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮
b.可搬型重大事故対処設備
c.可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等
対処設備の接続口

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.3 共通要因故障に対する考慮
(1) 共通要因故障に対する考慮
b.可搬型重大事故対処設備
c.可搬型重大事故等対処設備と常
設重大事故等対処設備の接続口

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮
b. 可搬型重大事故対処設備

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.3 共通要因故障に対する考慮
(1) 共通要因故障に対する考慮
b. 可搬型重大事故対処設備

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書れる条件の下におけ
る健全性に関する説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(2) 悪影響防止

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響
防止】
・重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他
の設備(安全機能を有する施設，当該重大事故等
対処設備以外の重大事故等対処設備，再処理施
設及び再処理施設の重大事故等対処設備を含
む。）に対して悪影響を及ぼさない設計とす
る。
・重大事故等対処設備は，重大事故等における
条件を考慮し，他の設備への影響としては，重
大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な
影響(電気的な影響を含む。），内部発生飛散物
による影響並びに竜巻により飛来物となる影響
を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書れる条件の下における健全
性に関する説明書

2.3 共通要因故障に対する考慮
(2) 悪影響防止

【2.3 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防
止】
・重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設
備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処設
備以外の重大事故等対処設備，再処理施設及び再処
理施設の重大事故等対処設備を含む。）に対して悪
影響を及ぼさない設計とする。
・重大事故等対処設備は，重大事故等における条件
を考慮し，他の設備への影響としては，重大事故等
対処設備使用時及び待機時の系統的な影響(電気的
な影響を含む。），内部発生飛散物による影響並び
に竜巻により飛来物となる影響を考慮し，他の設備
の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2)
悪影響防止】
・重大事故等対処設備は，再処理事業
所内の他の設備(安全機能を有する施
設，当該重大事故等対処設備以外の重
大事故等対処設備，再処理施設及び再
処理施設の重大事故等対処設備を含
む。）に対して悪影響を及ぼさない設
計とする。
・重大事故等対処設備は，重大事故等
における条件を考慮し，他の設備への
影響としては，重大事故等対処設備使
用時及び待機時の系統的な影響(電気的
な影響を含む。），内部発生飛散物に
よる影響並びに竜巻により飛来物とな
る影響を考慮し，他の設備の機能に悪
影響を及ぼさない設計とする。

第1回申請と同一

第1回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

30

溢水，火災及び内部発生飛散物に対して可搬型重大事故等対処設備は，
設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処
設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損な
われるおそれがないよう，位置的分散を図る設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

31

　屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍
結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，
塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁
的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して，外部からの衝撃による損
傷の防止が図られた建屋等内に保管し，かつ，設計基準事故に対処する
ための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処
するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよ
う，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備を
設置する場所と異なる場所に保管する設計とする。

冒頭宣言

32

　屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象及
び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，設計基準
事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重
大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるお
それがないよう，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故
等対処設備を設置する建屋の外壁から100ｍ以上の離隔距離を確保した場
所に保管するとともに異なる場所にも保管することで位置的分散を図る
設計とする。

冒頭宣言

33

　屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍
結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，
塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁
的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して健全性を確保する設計とす
る。

冒頭宣言

34

　環境条件に対する健全性については，「8.2.4　環境条件等」に基づく
設計とする。

冒頭宣言

35

c.　可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口
MOX燃料加工施設における重大事故等の対処においては，建屋等の外から
可搬型重大事故等対処設備を常設重大事故等対処設備に接続して水又は
電力を供給する必要のない設計とする。

冒頭宣言

36

(2)  悪影響防止
　重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備(安全機能を有する
施設，当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備，再処理施設
及び再処理施設の重大事故等対処設備を含む。）に対して悪影響を及ぼ
さない設計とする。

冒頭宣言

37

　重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を考慮し，他の設備
への影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影
響(電気的な影響を含む。），内部発生飛散物による影響並びに竜巻によ
り飛来物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設
計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共
通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重
大事故対処設備】
溢水，火災及び内部発生飛散物に対して
可搬型重大事故等対処設備は，設計基準
事故に対処するための設備の安全機能又
は常設重大事故等対処設備の重大事故等
に対処するために必要な機能と同時にそ
の機能が損なわれるおそれがないよう，
位置的分散を図る設計とする。

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共
通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重
大事故対処設備】
屋内に保管する可搬型重大事故等対処設
備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降
水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的
事象，森林火災，塩害，航空機落下，有
毒ガス，敷地内における化学物質の漏え
い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び
爆発に対して，外部からの衝撃による損
傷の防止が図られた建屋等内に保管し，
かつ，設計基準事故に対処するための設
備の安全機能又は常設重大事故等対処設
備の重大事故等に対処するために必要な
機能と同時にその機能が損なわれるおそ
れがないよう，設計基準事故に対処する
ための設備又は常設重大事故等対処設備
を設置する場所と異なる場所に保管する
設計とする。

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共
通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重
大事故対処設備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設
備は，自然現象，人為事象及び故意によ
る大型航空機の衝突その他のテロリズム
に対して，設計基準事故に対処するため
の設備の安全機能又は常設重大事故等対
処設備の重大事故等に対処するために必
要な機能と同時にその機能が損なわれる
おそれがないよう，設計基準事故に対処
するための設備又は常設重大事故等対処
設備を設置する建屋の外壁から100ｍ以
上の離隔距離を確保した場所に保管する
とともに異なる場所にも保管することで
位置的分散を図る設計とする。

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共
通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重
大事故対処設備】
・屋外に保管する可搬型重大事故等対処
設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，
降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学
的事象，森林火災，塩害，人為事象の航
空機落下，有毒ガス，敷地内における化
学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場
等の火災及び爆発に対して健全性を確保
する設計とする。

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

【3. 共通要因故障に対する考慮 (1) 共
通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重
大事故対処設備】
重大事故等における条件，自然現象，人
為事象，周辺機器等からの影響及び設計
基準事故において想定した条件より厳し
い条件を要因とした外的事象に対する健
全性については，「4.　環境条件等」に
示す。また，可搬型重大事故等対処設備
の機能と多様性，独立性，位置的分散を
考慮する設備を「8.系統施設ごとの設計
上の考慮」に示す。

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮
b. 可搬型重大事故等対処設備

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮

84



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

38

　系統的な影響について，重大事故等対処設備は，弁等の操作によって
安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備
としての系統構成とすること，重大事故等発生前(通常時）の隔離若しく
は分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすること，他の設備から独立して単独で使用可能なこ
と，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事
故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（重大事故等対処設備）

基本方針（悪影響防止）

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響
防止】
系統的な影響について，重大事故等対処設備
は，弁等の操作によって安全機能を有する施設
として使用する系統構成から重大事故等対処設
備としての系統構成とすること，重大事故等発
生前(通常時）の隔離若しくは分離された状態か
ら弁等の操作や接続により重大事故等対処設備
としての系統構成とすること，他の設備から独
立して単独で使用可能なこと，安全機能を有す
る施設として使用する場合と同じ系統構成で重
大事故等対処設備として使用すること等によ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防
止】
系統的な影響について，重大事故等対処設備は，弁
等の操作によって安全機能を有する施設として使用
する系統構成から重大事故等対処設備としての系統
構成とすること，重大事故等発生前(通常時）の隔
離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続に
より重大事故等対処設備としての系統構成とするこ
と，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，
安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系
統構成で重大事故等対処設備として使用すること等
により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

〇 - 基本方針（重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(2) 悪影響防止

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2)
悪影響防止】
系統的な影響について，重大事故等対
処設備は，弁等の操作によって安全機
能を有する施設として使用する系統構
成から重大事故等対処設備としての系
統構成とすること，重大事故等発生前
(通常時）の隔離若しくは分離された状
態から弁等の操作や接続により重大事
故等対処設備としての系統構成とする
こと，他の設備から独立して単独で使
用可能なこと，安全機能を有する施設
として使用する場合と同じ系統構成で
重大事故等対処設備として使用するこ
と等により，他の設備に悪影響を及ぼ
さない設計とする。

39

　可搬型放水砲については，燃料加工建屋への放水により，当該設備の
使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（重大事故等対処設備のうち
水供給設備）

基本方針（悪影響防止） - - - - - - - - - -

40

　重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影響については，回
転機器の破損を想定し，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に
悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（重大事故等対処設備）

基本方針（悪影響防止） 〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防
止】
重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影
響については，回転機器の破損を想定し，回転体が
飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼ
さない設計とする。具体的には，回転機器の損傷に
よる飛散物を発生させるおそれのある重大事故等対
処設備は，「1.5.4　内部発生飛散物の発生防止対
策」の「1.5.4.2 回転機器の損壊による飛散物」の
「（1） 電力を駆動源とする回転機器」及び
「（2） 電力を駆動源としない回転機器」 に基づ
く設計とする。

〇 - 基本方針（重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2)
悪影響防止】
重大事故等対処設備からの内部発生飛
散物による影響については，回転機器
の破損を想定し，回転体が飛散するこ
とを防ぐことで他の設備に悪影響を及
ぼさない設計とする。具体的には，回
転機器の損傷による飛散物を発生させ
るおそれのある重大事故等対処設備
は，「Ｖ－１－１－４－１　安全機能
を有する施設が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の
「5.4.2（1） 電力を駆動源とする回転
機器」及び「5.4.2（2） 電力を駆動源
としない回転機器」 に基づく設計とす
る。

41

　重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影響については，外部
からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置又は保管するこ
とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする，又は，風荷重を考慮
し，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は必要に応じて固縛等の
措置をとることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（重大事故等対処設備）

基本方針（悪影響防止）

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響
防止】
重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる
影響については，外部からの衝撃による損傷の
防止が図られた建屋等内に設置又は保管するこ
とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る，又は，風荷重を考慮し，屋外に保管する可
搬型重大事故等対処設備は必要に応じて固縛等
の措置をとることで，他の設備に悪影響を及ぼ
さない設計とする。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防
止】
重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影響
については，外部からの衝撃による損傷の防止が図
られた建屋等内に設置又は保管することで，他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする，又は，風荷重
を考慮し，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設
備は必要に応じて固縛等の措置をとることで，他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

〇 - 基本方針（重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2)
悪影響防止】
重大事故等対処設備が竜巻により飛来
物となる影響については，外部からの
衝撃による損傷の防止が図られた建屋
等内に設置又は保管することで，他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る，又は，風荷重を考慮し，屋外に保
管する可搬型重大事故等対処設備は必
要に応じて固縛等の措置をとること
で，他の設備に悪影響を及ぼさない設
計とする。

42

　重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件
（重大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内
に設置する再処理施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，MOX
燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる
設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（悪影響防止）

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響
防止】
重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに
要求される技術的要件（重大事故等に対処する
ために必要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内
に設置する再処理施設と共用することにより安
全性が向上し，かつ，MOX燃料加工施設及び再処
理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用でき
る設計とする。

〇 基本方針 -

【2.3 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防
止】
重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求
される技術的要件（重大事故等に対処するために必
要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再
処理施設と共用することにより安全性が向上し，か
つ，MOX燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及
ぼさない場合には共用できる設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2)
悪影響防止】
重大事故等対処設備は，共用対象の施
設ごとに要求される技術的要件（重大
事故等に対処するために必要な機能）
を満たしつつ，同じ敷地内に設置する
再処理施設と共用することにより安全
性が向上し，かつ，MOX燃料加工施設及
び再処理施設に悪影響を及ぼさない場
合には共用できる設計とする。

43

8.2.3　 個数及び容量
(1)  常設重大事故等対処設備
　常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，
想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目
的を果たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等
の収束は，これらの系統又はこれらの系統と可搬型重大事故等対処設備
の組合せにより達成する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

44
　「容量」とは，消火剤量，蓄電池容量，タンク容量，発電機容量，計
装設備の計測範囲及び作動信号の設定値等とする。 定義

基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

45

　常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に十分に余裕がある
容量を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，動
的機器の単一故障を考慮した予備を含めた個数を確保する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

46

　常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施設の系統及び機器
を使用するものについては，安全機能を有する施設の容量の仕様が，系
統の目的に応じて必要となる容量に対して十分であることを確認した上
で，安全機能を有する施設としての容量と同仕様の設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

47
　常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的とし
て設置する系統及び機器を使用するものについては，系統の目的に応じ
て必要な個数及び容量を有する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

48

　常設重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用する常設重大事故
等対処設備は，MOX燃料加工施設及び再処理施設における重大事故等の対
処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（個数及び容量
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
・重大事故等対処設備

【基本方針（個数及び容量（常設重大
事故等対処設備））】
常設重大事故等対処設備の系統構成や
設備仕様を説明する。

49

(2)  可搬型重大事故等対処設備
　可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束におい
て，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応手段としての
系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せ又はこれ
らの系統と常設重大事故等対処設備の組合せにより達成する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 - -

50
　「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，計測器の計測
範囲等とする。 定義

基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 - -

51
　可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量に対し
て十分に余裕がある容量を有する設計とするとともに，設備の機能，信
頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 - -

52

　可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用することで，設
置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求される可能性が
ある複数の機能に必要な容量を合わせた設計とし，兼用できる設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 - -

53

　可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要な個数(必要
数)に加え，予備として故障時のバックアップ及び点検保守による待機除
外時のバックアップを合わせて必要数以上確保する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 - -

54

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，安全
上重要な施設の安全機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失す
る重大事故等については，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に
必要な設備を1セット確保する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 - -

55
　可搬型重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用する可搬型重大
事故等対処設備は，MOX燃料加工施設及び再処理施設における重大事故等
の対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 - -

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(2) 悪影響防止

第1回申請と同一

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.3 共通要因故障に対する考慮
(2) 悪影響防止

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(2) 悪影響防止

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響
防止】
・可搬型放水砲については，燃料加工建屋への
放水により，当該設備の使用を想定する重大事
故時において必要となる屋外の他の設備に悪影
響を及ぼさない設計とする。
・重大事故等対処設備からの内部発生飛散物に
よる影響については，回転機器の破損を想定
し，回転体が飛散することを防ぐことで他の設
備に悪影響を及ぼさない設計とする。具体的に
は，回転機器の損傷による飛散物を発生させる
おそれのある重大事故等対処設備は，「Ｖ－１
－１－４－１　安全機能を有する施設が使用さ
れる条件の下における健全性に関する説明書」
の「5.4.2（1） 電力を駆動源とする回転機器」
及び「5.4.2（2） 電力を駆動源としない回転機
器」 に基づく設計とする。

第1回申請と同一

Ⅴ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書
・重大事故等対処設備

【基本方針（個数及び容量（常設重大事故等対
処設備））】
常設重大事故等対処設備の系統構成や設備仕様
を説明する。

【基本方針（個数及び容量（常設重大事故等対処設
備））】
常設重大事故等対処設備の系統構成や設備仕様を説
明する。

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
・重大事故等対処設備

【基本方針（個数及び容量（常設重大
事故等対処設備））】
常設重大事故等対処設備の系統構成や
設備仕様を説明する。

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

【基本方針（個数及び容量（可搬型重大事故等
対処設備））】
可搬型重大事故等対処設備の系統構成や設備仕
様を説明する。

【基本方針（個数及び容量（可搬型重大事故等対処
設備））】
可搬型重大事故等対処設備の系統構成や設備仕様を
説明する。

第1回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

38

　系統的な影響について，重大事故等対処設備は，弁等の操作によって
安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備
としての系統構成とすること，重大事故等発生前(通常時）の隔離若しく
は分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備とし
ての系統構成とすること，他の設備から独立して単独で使用可能なこ
と，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事
故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさ
ない設計とする。

冒頭宣言

39

　可搬型放水砲については，燃料加工建屋への放水により，当該設備の
使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の設備に悪影響
を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言

40

　重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影響については，回
転機器の破損を想定し，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に
悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言

41

　重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影響については，外部
からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置又は保管するこ
とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする，又は，風荷重を考慮
し，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は必要に応じて固縛等の
措置をとることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言

42

　重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件
（重大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内
に設置する再処理施設と共用することにより安全性が向上し，かつ，MOX
燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる
設計とする。

冒頭宣言

43

8.2.3　 個数及び容量
(1)  常設重大事故等対処設備
　常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，
想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目
的を果たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等
の収束は，これらの系統又はこれらの系統と可搬型重大事故等対処設備
の組合せにより達成する。

冒頭宣言

44
　「容量」とは，消火剤量，蓄電池容量，タンク容量，発電機容量，計
装設備の計測範囲及び作動信号の設定値等とする。 定義

45

　常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に十分に余裕がある
容量を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，動
的機器の単一故障を考慮した予備を含めた個数を確保する設計とする。

冒頭宣言

46

　常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施設の系統及び機器
を使用するものについては，安全機能を有する施設の容量の仕様が，系
統の目的に応じて必要となる容量に対して十分であることを確認した上
で，安全機能を有する施設としての容量と同仕様の設計とする。

冒頭宣言

47
　常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的とし
て設置する系統及び機器を使用するものについては，系統の目的に応じ
て必要な個数及び容量を有する設計とする。

冒頭宣言

48

　常設重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用する常設重大事故
等対処設備は，MOX燃料加工施設及び再処理施設における重大事故等の対
処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。

冒頭宣言

49

(2)  可搬型重大事故等対処設備
　可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束におい
て，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応手段としての
系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せ又はこれ
らの系統と常設重大事故等対処設備の組合せにより達成する。

冒頭宣言

50
　「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，計測器の計測
範囲等とする。 定義

51
　可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量に対し
て十分に余裕がある容量を有する設計とするとともに，設備の機能，信
頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保する設計とする。

冒頭宣言

52

　可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用することで，設
置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求される可能性が
ある複数の機能に必要な容量を合わせた設計とし，兼用できる設計とす
る。

冒頭宣言

53

　可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要な個数(必要
数)に加え，予備として故障時のバックアップ及び点検保守による待機除
外時のバックアップを合わせて必要数以上確保する設計とする。

冒頭宣言

54

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，安全
上重要な施設の安全機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失す
る重大事故等については，当該系統の範囲ごとに重大事故等への対処に
必要な設備を1セット確保する設計とする。

冒頭宣言

55
　可搬型重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用する可搬型重大
事故等対処設備は，MOX燃料加工施設及び再処理施設における重大事故等
の対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

- - - - - - 〇 -
基本方針（重大事故等対処設備のうち
水供給設備）

-

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書
3. 共通要因故障に対する考慮等
(2) 悪影響防止

【3. 共通要因故障に対する考慮
等 (2) 悪影響防止】
可搬型放水砲については，燃料加
工建屋への放水により，当該設備
の使用を想定する重大事故時にお
いて必要となる屋外の他の設備に
悪影響を及ぼさない設計とする。

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

第2回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
・重大事故等対処設備

【基本方針（個数及び容量（可搬型重大
事故等対処設備））】
可搬型重大事故等対処設備の系統構成や
設備仕様を説明する。

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

56

8.2.4 環境条件等
(1)　環境条件
重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するも
のと外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して
想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射
線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所
(使用場所)及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするととも
に，操作が可能な設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） 〇 基本方針 -

57

　重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧
力，湿度，放射線，荷重に加えて，重大事故による環境の変化を考慮し
た環境温度，環境圧力，環境湿度による影響，重大事故等時に汽水を供
給する系統への影響，自然現象による影響，人為事象の影響及び周辺機
器等からの影響を考慮する。 冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） 〇 基本方針 -

58

　荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加え
て，環境温度，環境圧力及び自然現象による荷重を考慮する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） 〇 基本方針 -

59

　自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発
生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展
に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影
響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍
結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及
び塩害を選定する。 冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） 〇 基本方針 -

60

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風(台風)，竜巻，積雪
及び火山の影響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） 〇 基本方針 -

61

　人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発
生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展
に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影
響を与えるおそれのある事象として，敷地内における化学物質の漏えい
及び電磁的障害を選定する。なお，これらの自然現象及び人為事象につ
いては，設計基準対象施設について考慮する「3.3外部からの衝撃による
損傷の防止」に示す条件を考慮する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） 〇 基本方針 -

62

　重大事故等の要因となるおそれとなる事業(変更)許可を受けた設計基
準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地
震の影響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） 〇 基本方針 -

63

　周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水による波及的影響
及び内部発生飛散物を考慮する。
　また，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等に
よる影響についても考慮する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針（環境条件等） 〇 基本方針 -

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件】
・重大事故等対処設備は，内的事象を
要因とする重大事故等に対処するもの
と外的事象を要因とする重大事故等に
対処するものそれぞれに対して想定さ
れる重大事故等が発生した場合におけ
る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重
を考慮し，その機能が有効に発揮でき
るよう，その設置場所(使用場所)及び
保管場所に応じた耐環境性を有する設
計とするとともに，操作が可能な設計
とする。
・重大事故等時の環境条件について
は，重大事故等における温度，圧力，
湿度，放射線及び荷重に加えて，重大
事故による環境の変化を考慮した環境
温度，環境圧力，環境湿度による影
響，重大事故等時に汽水を供給する系
統への影響，自然現象による影響，人
為事象の影響及び周辺機器等並びに設
計基準事故において想定した条件より
厳しい条件を要因とした外的事象の地
震による影響を考慮する。
・荷重としては，重大事故等が発生し
た場合における機械的荷重に加えて，
環境温度，環境圧力(以下「重大事故等
時に生ずる荷重」という。)及び自然現
象(地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火
山の影響)による荷重を考慮する。
・自然現象については，重大事故等時
における敷地及びその周辺での発生の
可能性，重大事故等対処設備への影響
度，事象進展速度や事象進展に対する
時間余裕の観点から，重大事故等時に
重大事故等対処設備に影響を与えるお
それがある事象として，地震，津波，
風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，
積雪，落雷，火山の影響，生物学的事
象，森林火災及び塩害を選定する。
・自然現象による荷重の組合せについ
ては，地震，風(台風），竜巻，積雪及
び火山の影響を考慮する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件

第1回申請と同一

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件

【4. 環境条件等　(1)環境条件】
・重大事故等対処設備は，内的事象を要因とす
る重大事故等に対処するものと外的事象を要因
とする重大事故等に対処するものそれぞれに対
して想定される重大事故等が発生した場合にお
ける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮
し，その機能が有効に発揮できるよう，その設
置場所(使用場所)及び保管場所に応じた耐環境
性を有する設計とするとともに，操作が可能な
設計とする。
・重大事故等時の環境条件については，重大事
故等における温度，圧力，湿度，放射線及び荷
重に加えて，重大事故による環境の変化を考慮
した環境温度，環境圧力，環境湿度による影
響，重大事故等時に汽水を供給する系統への影
響，自然現象による影響，人為事象の影響及び
周辺機器等並びに設計基準事故において想定し
た条件より厳しい条件を要因とした外的事象の
地震による影響を考慮する。
・荷重としては，重大事故等が発生した場合に
おける機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧
力(以下「重大事故等時に生ずる荷重」とい
う。)及び自然現象(地震，風(台風)，竜巻，積
雪及び火山の影響)による荷重を考慮する。
・自然現象については，重大事故等時における
敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故
等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進
展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時
に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれが
ある事象として，地震，津波，風(台風），竜
巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影
響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定す
る。
・自然現象による荷重の組合せについては，地
震，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を考
慮する。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件

【2.4 環境条件等　(1)環境条件】
・重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重
大事故等に対処するものと外的事象を要因とする重
大事故等に対処するものそれぞれに対して想定され
る重大事故等が発生した場合における温度，圧力，
湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に
発揮できるよう，その設置場所(使用場所)及び保管
場所に応じた耐環境性を有する設計とするととも
に，操作が可能な設計とする。
・重大事故等時の環境条件については，重大事故等
における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に加え
て，重大事故による環境の変化を考慮した環境温
度，環境圧力，環境湿度による影響，重大事故等時
に汽水を供給する系統への影響，自然現象による影
響，人為事象の影響及び周辺機器等並びに設計基準
事故において想定した条件より厳しい条件を要因と
した外的事象の地震による影響を考慮する。
・荷重としては，重大事故等が発生した場合におけ
る機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧力(以下
「重大事故等時に生ずる荷重」という。)及び自然
現象(地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響)
による荷重を考慮する。
・自然現象については，重大事故等時における敷地
及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設
備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時
間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処
設備に影響を与えるおそれがある事象として，地
震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，
積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災
及び塩害を選定する。
・自然現象による荷重の組合せについては，地震，
風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を考慮す
る。

【4. 環境条件等　(1)環境条件】
・人為事象については，重大事故等時における
敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故
等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進
展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時
に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれの
ある事象として，敷地内における化学物質の漏
えい及び電磁的障害を選定する。なお，これら
の自然現象及び人為事象については，設計基準
対象施設について考慮する「Ⅴ－１－１－１ 自
然現象等による損傷の防止に関する説明書」に
示す条件を考慮する。
人為事象のうち，有毒ガスとして想定される六
ケ所ウラン濃縮工場から漏えいする有毒ガスに
ついては重大事故等対処設備に対して影響を及
ぼすことはないことから考慮は不要である。人
為事象のうち，航空機落下については，外部か
らの衝撃による損傷の防止が図られた燃料加工
建屋内に設置するか，又は設計基準に対処する
ための設備の安全機能と同時にその機能がそこ
なわれるおそれがないよう，位置的分散を図
る。燃料加工建屋の航空機落下に対する設計は
「Ｖ－１－１－１－５ 航空機に対する防護設計
に関する説明書」に示す。
・重大事故等の要因となるおそれとなる事業(変
更)許可を受けた設計基準事故において想定した
条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地
震の影響を考慮する。
・周辺機器等からの影響としては，地震，火
災，溢水による波及的影響及び内部発生飛散物
を考慮する。
また，同時に発生する可能性のある再処理施設
における重大事故等による影響についても考慮
する。

【2.4 環境条件等　(1)環境条件】
・人為事象については，重大事故等時における敷地
及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設
備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時
間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処
設備に影響を与えるおそれのある事象として，敷地
内における化学物質の漏えい及び電磁的障害を選定
する。なお，これらの自然現象及び人為事象につい
ては，設計基準対象施設について考慮する「3.3外
部からの衝撃による損傷の防止」に示す条件を考慮
する。
人為事象のうち，有毒ガスとして想定される六ケ所
ウラン濃縮工場から漏えいする有毒ガスについては
重大事故等対処設備に対して影響を及ぼすことはな
いことから考慮は不要である。人為事象のうち，航
空機落下については，外部からの衝撃による損傷の
防止が図られた燃料加工建屋内に設置するか，又は
設計基準に対処するための設備の安全機能と同時に
その機能がそこなわれるおそれがないよう，位置的
分散を図る。燃料加工建屋の航空機落下に対する設
計は「Ｖ－１－１－１－５ 航空機に対する防護設
計に関する説明書」に示す。
・重大事故等の要因となるおそれとなる事業(変更)
許可を受けた設計基準事故において想定した条件よ
り厳しい条件を要因とした外的事象の地震の影響を
考慮する。
・周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢
水による波及的影響及び内部発生飛散物を考慮す
る。
また，同時に発生する可能性のある再処理施設にお
ける重大事故等による影響についても考慮する。

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件】
・人為事象については，重大事故等時
における敷地及びその周辺での発生の
可能性，重大事故等対処設備への影響
度，事象進展速度や事象進展に対する
時間余裕の観点から，重大事故等時に
重大事故等対処設備に影響を与えるお
それのある事象として，敷地内におけ
る化学物質の漏えい及び電磁的障害を
選定する。なお，これらの自然現象及
び人為事象については，設計基準対象
施設について考慮する「Ⅴ－１－１－
１ 自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書」に示す条件を考慮する。
人為事象のうち，有毒ガスとして想定
される六ケ所ウラン濃縮工場から漏え
いする有毒ガスについては重大事故等
対処設備に対して影響を及ぼすことは
ないことから考慮は不要である。人為
事象のうち，航空機落下については，
外部からの衝撃による損傷の防止が図
られた燃料加工建屋内に設置するか，
又は設計基準に対処するための設備の
安全機能と同時にその機能がそこなわ
れるおそれがないよう，位置的分散を
図る。燃料加工建屋の航空機落下に対
する設計は「Ｖ－１－１－１－５ 航空
機に対する防護設計に関する説明書」
に示す。
・重大事故等の要因となるおそれとな
る事業(変更)許可を受けた設計基準事
故において想定した条件より厳しい条
件を要因とした外的事象の地震の影響
を考慮する。
・周辺機器等からの影響としては，地
震，火災，溢水による波及的影響及び
内部発生飛散物を考慮する。
また，同時に発生する可能性のある再
処理施設における重大事故等による影
響についても考慮する。

第1回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

56

8.2.4 環境条件等
(1)　環境条件
重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するも
のと外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して
想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射
線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所
(使用場所)及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするととも
に，操作が可能な設計とする。

冒頭宣言

57

　重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧
力，湿度，放射線，荷重に加えて，重大事故による環境の変化を考慮し
た環境温度，環境圧力，環境湿度による影響，重大事故等時に汽水を供
給する系統への影響，自然現象による影響，人為事象の影響及び周辺機
器等からの影響を考慮する。 冒頭宣言

58

　荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加え
て，環境温度，環境圧力及び自然現象による荷重を考慮する。

冒頭宣言

59

　自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発
生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展
に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影
響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍
結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及
び塩害を選定する。 冒頭宣言

60

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風(台風)，竜巻，積雪
及び火山の影響を考慮する。

冒頭宣言

61

　人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発
生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展
に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影
響を与えるおそれのある事象として，敷地内における化学物質の漏えい
及び電磁的障害を選定する。なお，これらの自然現象及び人為事象につ
いては，設計基準対象施設について考慮する「3.3外部からの衝撃による
損傷の防止」に示す条件を考慮する。

冒頭宣言

62

　重大事故等の要因となるおそれとなる事業(変更)許可を受けた設計基
準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地
震の影響を考慮する。

冒頭宣言

63

　周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水による波及的影響
及び内部発生飛散物を考慮する。
　また，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等に
よる影響についても考慮する。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

64

a. 常設重大事故等対処設備
　常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合に
おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に
発揮できるよう，その設置場所(使用場所）に応じた耐環境性を有する設
計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

65

閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重大事故等対処設備は，重大事
故等時における建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

66

　重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水
するコンクリート構造物については，腐食を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に
対して常時汽水を通水するコンクリート構造物
については，腐食を考慮した設計とする。

〇 基本方針 -

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対し
て常時汽水を通水するコンクリート構造物について
は，腐食を考慮した設計とする。

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備）

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系統へ
の影響に対して常時汽水を通水するコ
ンクリート構造物については，腐食を
考慮した設計とする。

67

　地震に対して常設重大事故等対処設備は，「3.1　地震による損傷の防
止」に記載する地震力による荷重を考慮して，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
地震に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅲ
耐震性に関する説明書」に記載する地震力によ
る荷重を考慮して，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。 〇 基本方針 -

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
地震に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅲ 耐
震性に関する説明書」に記載する地震力による荷重
を考慮して，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
地震に対して常設重大事故等対処設備
は，「Ⅲ 耐震性に関する説明書」に記
載する地震力による荷重を考慮して，
重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

68

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より
厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を要因とする重
大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する常設重大事故
等対処設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐
震設計」に基づく設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

69

さらに，地震に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器
等からの波及的影響によって重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷
を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置
を行う設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

70

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，地震により機能が損なわれる場合，代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対
応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせる
ことにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能
を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

-基本方針（常設重大事故等対処設備）-〇

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
・常設重大事故等対処設備は，想定さ
れる重大事故等が発生した場合におけ
る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重
を考慮し，その機能が有効に発揮でき
るよう，その設置場所(使用場所）に応
じた耐環境性を有する設計とする。
閉じ込める機能の喪失の対処に係る常
設重大事故等対処設備は，重大事故等
時における建屋等の環境温度，環境圧
力を考慮しても機能を損なわない設計
とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件　(1)環境条件等 a.常設
重大事故等対処設備】
溢水に対して常設重大事故等対処設備
は，想定する溢水量に対して，機能を
損なわない高さへの設置，被水防護を
行うことにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とす
る。
具体的には，常設重大事故等対処設備
のうち，溢水によって必要な機能が損
なわれない静的な構築物，系統及び機
器を除く設備が没水，被水等の影響を
受けて機能を損なわない設計とする。
没水，被水等の影響を考慮する常設重
大事故等対処設備の選定については，
「Ⅴ－１－１－４－２－１　重大事故
等対処設備の設計方針」に示し，想定
する溢水量に対する評価方針及び評価
結果については，「Ｖ－１－１－７
加工施設内における溢水による損傷の
防止に関する説明書」に示す。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
・また，事業(変更)許可を受けた設計
基準事故において想定した条件より厳
しい条件を要因とした外的事象の地震
に対して，地震を要因とする重大事故
等に対処するために重大事故等時に機
能を期待する常設重大事故等対処設備
は，「6.　地震を要因とする重大事故
等に対する施設の耐震設計」に基づく
設計とする。
・さらに，地震に対して常設重大事故
等対処設備は，当該設備周辺の機器等
からの波及的影響によって重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。また，当該設備周辺の資機
材の落下，転倒による損傷を考慮し
て，当該設備周辺の資機材の落下防
止，転倒防止，固縛の措置を行う設計
とする。
・ただし，内的事象を要因とする重大
事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設と兼用する常設重
大事故等対処設備は，地震により機能
が損なわれる場合，代替設備により必
要な機能を確保すること，安全上支障
のない期間で修理の対応を行うこと，
関連する工程の停止等又はこれらを適
切に組み合わせることにより，機能を
損なわない設計とする。代替設備によ
り必要な機能を確保すること，安全上
支障のない期間で修理の対応を行うこ
と，関連する工程を停止すること等に
ついては，保安規定に定めて，管理す
る。

71

【4. 環境条件　(1)環境条件等 a.常設重大事故
等対処設備】
溢水に対して常設重大事故等対処設備は，想定
する溢水量に対して，機能を損なわない高さへ
の設置，被水防護を行うことにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
具体的には，常設重大事故等対処設備のうち，
溢水によって必要な機能が損なわれない静的な
構築物，系統及び機器を除く設備が没水，被水
等の影響を受けて機能を損なわない設計とす
る。没水，被水等の影響を考慮する常設重大事
故等対処設備の選定については，「Ⅴ－１－１
－４－２－１　重大事故等対処設備の設計方
針」に示し，想定する溢水量に対する評価方針
及び評価結果については，「Ｖ－１－１－７
加工施設内における溢水による損傷の防止に関
する説明書」に示す。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

冒頭宣言
(評価要求)

溢水に対して常設重大事故等対処設備は，想定する溢水量に対して，機
能を損なわない高さへの設置，被水防護を行うことにより，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

【2.4 環境条件　(1)環境条件等 a.常設重大事故等
対処設備】
溢水に対して常設重大事故等対処設備は，想定する
溢水量に対して，機能を損なわない高さへの設置，
被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，常設重大事故等対処設備のうち，溢水
によって必要な機能が損なわれない静的な構築物，
系統及び機器を除く設備が没水，被水等の影響を受
けて機能を損なわない設計とする。没水，被水等の
影響を考慮する常設重大事故等対処設備の選定につ
いては，「Ⅴ－１－１－４－２　重大事故等対処設
備の設計方針」に示し，想定する溢水量に対する評
価方針及び評価結果については，「Ｖ－１－１－７
加工施設内における溢水による損傷の防止に関する
説明書」に示す。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

-基本方針〇

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
・常設重大事故等対処設備は，想定される重大
事故等が発生した場合における温度，圧力，湿
度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効
に発揮できるよう，その設置場所(使用場所）に
応じた耐環境性を有する設計とする。
閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重大事
故等対処設備は，重大事故等時における建屋等
の環境温度，環境圧力を考慮しても機能を損な
わない設計とする。

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
・常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故
等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射
線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できる
よう，その設置場所(使用場所）に応じた耐環境性
を有する設計とする。
閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重大事故等
対処設備は，重大事故等時における建屋等の環境温
度，環境圧力を考慮しても機能を損なわない設計と
する。

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
・また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故にお
いて想定した条件より厳しい条件を要因とした外的
事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等
に対処するために重大事故等時に機能を期待する常
設重大事故等対処設備は，「8.2.6　地震を要因と
する重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく
設計とする。
・さらに，地震に対して常設重大事故等対処設備
は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によっ
て重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転
倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の
落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とす
る。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処
する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施
設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大
事故等対処設備は，地震により機能が損なわれる場
合，代替設備により必要な機能を確保すること，安
全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせる
ことにより，機能を損なわない設計とする。代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障の
ない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を
停止すること等については，保安規定に定めて，管
理する。

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
・また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故
において想定した条件より厳しい条件を要因と
した外的事象の地震に対して，地震を要因とす
る重大事故等に対処するために重大事故等時に
機能を期待する常設重大事故等対処設備は，
「6.　地震を要因とする重大事故等に対する施
設の耐震設計」に基づく設計とする。
・さらに，地震に対して常設重大事故等対処設
備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響
によって重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。また，当該設備周辺の資
機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該
設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛
の措置を行う設計とする。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ
対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上
重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用
する常設重大事故等対処設備は，地震により機
能が損なわれる場合，代替設備により必要な機
能を確保すること，安全上支障のない期間で修
理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又
はこれらを適切に組み合わせることにより，機
能を損なわない設計とする。代替設備により必
要な機能を確保すること，安全上支障のない期
間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停
止すること等については，保安規定に定めて，
管理する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

64

a. 常設重大事故等対処設備
　常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合に
おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に
発揮できるよう，その設置場所(使用場所）に応じた耐環境性を有する設
計とする。

冒頭宣言

65

閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重大事故等対処設備は，重大事
故等時における建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

66

　重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水
するコンクリート構造物については，腐食を考慮した設計とする。

冒頭宣言

67

　地震に対して常設重大事故等対処設備は，「3.1　地震による損傷の防
止」に記載する地震力による荷重を考慮して，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

68

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より
厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を要因とする重
大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する常設重大事故
等対処設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐
震設計」に基づく設計とする。

冒頭宣言

69

さらに，地震に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器
等からの波及的影響によって重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷
を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置
を行う設計とする。

冒頭宣言

70

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，地震により機能が損なわれる場合，代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対
応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせる
ことにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能
を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言

71
冒頭宣言
(評価要求)

溢水に対して常設重大事故等対処設備は，想定する溢水量に対して，機
能を損なわない高さへの設置，被水防護を行うことにより，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

72

火災に対して常設重大事故等対処設備は，「5.  火災等による損傷の防
止」に基づく設計とすることにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

73

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，溢水及び火災による損傷を考慮して，代替
設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の
対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ
ることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機
能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関
連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

74

　津波に対して常設重大事故等対処設備は，「3.2　津波による損傷の防
止」に基づく設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
津波に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅴ
－１－１－１－６　津波への配慮に関する説明
書」に基づく設計とする。

〇 基本方針 -

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
津波に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１
－１－１－６　津波への配慮に関する説明書」に基
づく設計とする。

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
津波に対して常設重大事故等対処設備
は，「Ⅴ－１－１－１－６　津波への
配慮に関する説明書」に基づく設計と
する。

75

　屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風），竜巻，凍結，高温，降
水，積雪及び火山の影響に対して外部からの衝撃による損傷を防止でき
る燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊急時対
策建屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に設置し，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

【4. 環境条件　(1)環境条件等 a.常設重大事故
等対処設備】
屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，
竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響
に対して外部からの衝撃による損傷を防止でき
る燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所，第２保
管庫・貯水所，緊急時対策建屋，再処理施設の
制御建屋及び洞道に設置し，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。 〇 基本方針 -

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜
巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対し
て外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工
建屋，第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，
緊急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に
設置し，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件　(1)環境条件等 a.常設
重大事故等対処設備】
屋内の常設重大事故等対処設備は，風
(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積
雪及び火山の影響に対して外部からの
衝撃による損傷を防止できる燃料加工
建屋，第１保管庫・貯水所，第２保管
庫・貯水所，緊急時対策建屋，再処理
施設の制御建屋及び洞道に設置し，重
大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

76

屋外の常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の
影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火
砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針（常設重大事故等対処設備）
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，
竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風(台風)
及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕
物による積載荷重により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷
重への具体的な設計方針は「(3)自然現象により
発生する荷重の影響」に示す。

〇 基本方針 -

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜
巻，積雪及び火山の影響に対して，風(台風)及び竜
巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積
載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。
風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷重へ
の具体的な設計方針は「(3)自然現象により発生す
る荷重の影響」に示す。

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
屋外の常設重大事故等対処設備は，風
(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響に
対して，風(台風)及び竜巻による風荷
重，積雪荷重及び降下火砕物による積
載荷重により重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。
風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響
による荷重への具体的な設計方針は
「(3)自然現象により発生する荷重の影
響」に示す。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-2 -1　重大事故等対処設備の設計方針

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-2 -1　重大事故等対処設
備の設計方針

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4. 環境条件　(1)環境条件等 a.常設重大事故
等対処設備】
火災に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅴ
－１－１－６　火災及び爆発の防止に関する説
明書」に基づく設計とすることにより，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ
対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上
重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用
する常設重大事故等対処設備は，溢水，火災に
よる損傷を考慮して，代替設備により必要な機
能を確保すること，安全上支障のない期間で修
理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又
はこれらを適切に組み合わせることにより，機
能を損なわない設計とする。代替設備により必
要な機能を確保すること，安全上支障のない期
間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停
止すること等については，保安規定に定めて，
管理する。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
火災に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１
－１－６　火災及び爆発の防止に関する説明書」に
基づく設計とすることにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処
する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施
設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大
事故等対処設備は，溢水，火災による損傷を考慮し
て，代替設備により必要な機能を確保すること，安
全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせる
ことにより，機能を損なわない設計とする。代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障の
ない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を
停止すること等については，保安規定に定めて，管
理する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件　(1)環境条件等 a.常設
重大事故等対処設備】
火災に対して常設重大事故等対処設備
は，「Ⅴ－１－１－６　火災及び爆発
の防止に関する説明書」に基づく設計
とすることにより，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・ただし，内的事象を要因とする重大
事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設と兼用する常設重
大事故等対処設備は，溢水，火災によ
る損傷を考慮して，代替設備により必
要な機能を確保すること，安全上支障
のない期間で修理の対応を行うこと，
関連する工程の停止等又はこれらを適
切に組み合わせることにより，機能を
損なわない設計とする。代替設備によ
り必要な機能を確保すること，安全上
支障のない期間で修理の対応を行うこ
と，関連する工程を停止すること等に
ついては，保安規定に定めて，管理す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

72

火災に対して常設重大事故等対処設備は，「5.  火災等による損傷の防
止」に基づく設計とすることにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

73

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，溢水及び火災による損傷を考慮して，代替
設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の
対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ
ることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機
能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関
連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す
る。

冒頭宣言

74

　津波に対して常設重大事故等対処設備は，「3.2　津波による損傷の防
止」に基づく設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

75

　屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風），竜巻，凍結，高温，降
水，積雪及び火山の影響に対して外部からの衝撃による損傷を防止でき
る燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊急時対
策建屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に設置し，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

76

屋外の常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の
影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火
砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

77

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，凍結防
止対策，高温防止対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針（常設重大事故等対処設備）
基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

79

落雷に対して外部電源系統からの電気の供給の停止及び非常用所内電源
設備からの電源の喪失（以下「全交流電源喪失」という。）を要因とせ
ずに発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備は，直撃雷
及び間接雷を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

80

直撃雷に対して，当該設備自体が構内接地網と連接した避雷設備を有す
る設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に設置
することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

81

間接雷に対して，雷サージによる影響を軽減することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

82

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，落雷により機能が損なわれる場合，代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対
応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせる
ことにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能
を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 冒頭宣言

基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

78

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，積雪，火山の影響，凍
結，高温及び降水により機能が損なわれる場合，代替設備により必要な
機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，
関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機
能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保するこ
と，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停
止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
・凍結に対して常設重大事故等対処設備は，
「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に
関する説明書」にて設定する凍結において考慮
する外気温に対して，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。具体的に
は，屋内の常設重大事故等対処設備は，外部か
らの損傷を防止できる建屋等内に設置すること
により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。また，屋外の常設重大事故
等対処設備は，凍結防止対策により重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・高温に対して常設重大事故等対処設備は，
「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に
関する説明書」にて設定する高温において考慮
する外気温に対して，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。具体的に
は，屋内の常設重大事故等対処設備は，外部か
らの損傷を防止できる建屋等内に設置すること
により重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。また，屋外の常設重大事故
等対処設備は，高温防止対策により重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・降水に対して常設重大事故等対処設備は，
「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に
関する説明書」にて設定する設計基準降水量に
対して，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。具体的には，屋内の常設
重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防止
できる建屋等内に設置することにより重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。また，屋外の常設重大事故等対処設備は，
防水対策により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ
対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上
重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用
する常設重大事故等対処設備は，風（台風），
竜巻，積雪，火山の影響，凍結，高温及び降水
により機能が損なわれる場合，代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない
期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の
停止等又はこれらを適切に組み合わせることに
より，機能を損なわない設計とする。代替設備
により必要な機能を確保すること，安全上支障
のない期間で修理の対応を行うこと，関連する
工程を停止すること等については，保安規定に
定めて，管理する。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
・凍結に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－
１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説明
書」にて設定する凍結において考慮する外気温に対
して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。具体的には，屋内の常設重大事故等
対処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内
に設置することにより重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。また，屋外の常設重
大事故等対処設備は，凍結防止対策により重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・高温に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－
１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説明
書」にて設定する高温において考慮する外気温に対
して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。具体的には，屋内の常設重大事故等
対処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内
に設置することにより重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。また，屋外の常設重
大事故等対処設備は，高温防止対策により重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・降水に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－
１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説明
書」にて設定する設計基準降水量に対して，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。具体的には，屋内の常設重大事故等対処設備
は，外部からの損傷を防止できる建屋等内に設置す
ることにより重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。また，屋外の常設重大事故等
対処設備は，防水対策により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
・落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに発生
する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備
は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に
関する説明書」にて設定する雷撃電流に対して，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。具体的には，直撃雷及び間接雷を考慮した設
計を行う。直撃雷に対して，当該設備は当該設備自
体が構内接地網と連接した避雷設備を有する設計と
する又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建
屋等に設置する。間接雷に対して，当該設備は雷
サージによる影響を軽減できる設計とする。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処
する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施
設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大
事故等対処設備は，落雷により機能が損なわれる場
合，代替設備により必要な機能を確保すること，安
全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせる
ことにより，機能を損なわない設計とする。代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障の
ない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を
停止すること等については，保安規定に定めて，管
理する。-

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
・凍結に対して常設重大事故等対処設
備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現
象等への配慮に関する説明書」にて設
定する凍結において考慮する外気温に
対して，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。具体的
には，屋内の常設重大事故等対処設備
は，外部からの損傷を防止できる建屋
等内に設置することにより重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。また，屋外の常設重大事故
等対処設備は，凍結防止対策により重
大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。
・高温に対して常設重大事故等対処設
備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現
象等への配慮に関する説明書」にて設
定する高温において考慮する外気温に
対して，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。具体的
には，屋内の常設重大事故等対処設備
は，外部からの損傷を防止できる建屋
等内に設置することにより重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。また，屋外の常設重大事故
等対処設備は，高温防止対策により重
大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。
・降水に対して常設重大事故等対処設
備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現
象等への配慮に関する説明書」にて設
定する設計基準降水量に対して，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。具体的には，屋内の
常設重大事故等対処設備は，外部から
の損傷を防止できる建屋等内に設置す
ることにより重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。ま
た，屋外の常設重大事故等対処設備
は，防水対策により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・ただし，内的事象を要因とする重大
事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設と兼用する常設重
大事故等対処設備は，風（台風），竜
巻，積雪，火山の影響，凍結，高温及
び降水により機能が損なわれる場合，
代替設備により必要な機能を確保する
こと，安全上支障のない期間で修理の
対応を行うこと，関連する工程の停止
等又はこれらを適切に組み合わせるこ
とにより，機能を損なわない設計とす
る。代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間で修
理の対応を行うこと，関連する工程を
停止すること等については，保安規定
に定めて，管理する。

基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
・落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに
発生する重大事故等に対処する常設重大事故等
対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象
等への配慮に関する説明書」にて設定する雷撃
電流に対して，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。具体的には，直撃
雷及び間接雷を考慮した設計を行う。直撃雷に
対して，当該設備は当該設備自体が構内接地網
と連接した避雷設備を有する設計とする又は構
内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に
設置する。間接雷に対して，当該設備は雷サー
ジによる影響を軽減できる設計とする。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ
対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上
重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用
する常設重大事故等対処設備は，落雷により機
能が損なわれる場合，代替設備により必要な機
能を確保すること，安全上支障のない期間で修
理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又
はこれらを適切に組み合わせることにより，機
能を損なわない設計とする。代替設備により必
要な機能を確保すること，安全上支障のない期
間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停
止すること等については，保安規定に定めて，
管理する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
・落雷に対して全交流電源喪失を要因
とせずに発生する重大事故等に対処す
る常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－
１－１－１－１　自然現象等への配慮
に関する説明書」にて設定する雷撃電
流に対して，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。具
体的には，直撃雷及び間接雷を考慮し
た設計を行う。直撃雷に対して，当該
設備は当該設備自体が構内接地網と連
接した避雷設備を有する設計とする又
は構内接地網と連接した避雷設備を有
する建屋等に設置する。間接雷に対し
て，当該設備は雷サージによる影響を
軽減できる設計とする。
・ただし，内的事象を要因とする重大
事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設と兼用する常設重
大事故等対処設備は，落雷により機能
が損なわれる場合，代替設備により必
要な機能を確保すること，安全上支障
のない期間で修理の対応を行うこと，
関連する工程の停止等又はこれらを適
切に組み合わせることにより，機能を
損なわない設計とする。代替設備によ
り必要な機能を確保すること，安全上
支障のない期間で修理の対応を行うこ
と，関連する工程を停止すること等に
ついては，保安規定に定めて，管理す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

77

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，凍結防
止対策，高温防止対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

79

落雷に対して外部電源系統からの電気の供給の停止及び非常用所内電源
設備からの電源の喪失（以下「全交流電源喪失」という。）を要因とせ
ずに発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備は，直撃雷
及び間接雷を考慮した設計とする。

冒頭宣言

80

直撃雷に対して，当該設備自体が構内接地網と連接した避雷設備を有す
る設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に設置
することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言

81

間接雷に対して，雷サージによる影響を軽減することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

82

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，落雷により機能が損なわれる場合，代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対
応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせる
ことにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能
を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 冒頭宣言

78

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，積雪，火山の影響，凍
結，高温及び降水により機能が損なわれる場合，代替設備により必要な
機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，
関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機
能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保するこ
と，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停
止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

83

生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小
動物の侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制することによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備
は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配
慮に関する説明書」にて選定する対象生物の侵
入に対して，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。具体的には，これら
生物の侵入を防止又は抑制することにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。 〇 基本方針 -

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備は，
「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関す
る説明書」にて選定する対象生物の侵入に対して，
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。具体的には，これら生物の侵入を防止又は
抑制することにより，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
生物学的事象に対して常設重大事故等
対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１
自然現象等への配慮に関する説明書」
にて選定する対象生物の侵入に対し
て，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。具体的に
は，これら生物の侵入を防止又は抑制
することにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とす
る。

84

森林火災に対して常設重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置する
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

86

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区
域換気空調設備の給気系への除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置によ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

87

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食
防止対策又は受電開閉設備の絶縁性の維持対策により，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

88

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の常設重大事故等対処設
備は，機能を損なわない高さへの設置，被液防護を行うことにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
敷地内における化学物質の漏えいに対して常設
重大事故等対処設備は，再処理事業所内で運搬
する硝酸及び液体二酸化窒素の屋外での運搬又
は受入れ時の漏えいに対して，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，屋内の常設重大事故等対処設備
は，外部からの損傷を防止できる建屋等内に設
置することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。また，屋外の
常設重大事故等対処設備は，機能を損なわない
高さへの設置，被液防護を行うことにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

〇 基本方針 -

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
敷地内における化学物質の漏えいに対して常設重大
事故等対処設備は，再処理事業所内で運搬する硝酸
及び液体二酸化窒素の屋外での運搬又は受入れ時の
漏えいに対して，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
具体的には，屋内の常設重大事故等対処設備は，外
部からの損傷を防止できる建屋等内に設置すること
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。また，屋外の常設重大事故等対処
設備は，機能を損なわない高さへの設置，被液防護
を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
敷地内における化学物質の漏えいに対
して常設重大事故等対処設備は，再処
理事業所内で運搬する硝酸及び液体二
酸化窒素の屋外での運搬又は受入れ時
の漏えいに対して，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
具体的には，屋内の常設重大事故等対
処設備は，外部からの損傷を防止でき
る建屋等内に設置することにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。また，屋外の常設
重大事故等対処設備は，機能を損なわ
ない高さへの設置，被液防護を行うこ
とにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等　2.5.1 基本方針
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

基本方針（常設重大事故等対処設備） -85

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔
距離の確保等により，常設重大事故等対処設備の重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，森林火災発生時に消防車による事前散水に
よる延焼防止を図るとともに代替設備により機能を損なわない設計とす
る。消防車による事前散水を含む火災防護計画を保安規定に定めて，管
理する。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

〇

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-2 -1　重大事故等対処設備の設計方針

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
・森林火災に対して常設重大事故等対処設備
は，「Ｖ－１－１－１－３　外部火災への配慮
に関する説明書」にて設定する輻射強度を考慮
し，防火帯の内側に設置することにより，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。また，森林火災からの輻射強度の影響
を考慮した場合においても，離隔距離の確保に
より，常設重大事故等対処設備の重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，常設重大事故等対処設備を収納す
る建屋等及び屋外の常設重大事故等対処設備
は，森林火災からの輻射強度の影響に対し，建
屋等又は屋外の常設重大事故等対処設備の表面
温度が許容温度となる危険距離を算出し，その
危険距離を上回る離隔距離を確保する。また，
常設重大事故等対処設備を収納する建屋等は，
近隣工場等の火災，爆発に対し，危険距離を算
出し，その危険距離を上回る離隔距離が確保さ
れていることを確認する。
森林火災からの輻射強度の影響を考慮する常設
重大事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外
の常設重大事故等対処設備の選定，要求機能及
び性能目標については，「Ⅴ－１－１－４－２
－１　重大事故等対処設備の設計方針」に示
し，常設重大事故等対処設備を収納する建屋等
及び屋外の常設重大事故等対処設備に対する輻
射強度の算出，危険距離の算出等の評価方針に
ついては，「Ｖ－１－１－１－３－３　外部火
災への配慮が必要な施設の設計方針及び評価方
針」に基づくものとし，離隔距離の確保に関す
る評価条件及び評価結果を「Ｖ－１－１－１－
３－４　外部火災防護における評価結果」に示
す。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ
対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上
重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用
する常設重大事故等対処設備は，森林火災発生
時に消防車による事前散水による延焼防止を図
るとともに代替設備により機能を損なわない設
計とする。消防車による事前散水を含む火災防
護計画を保安規定に定めて，管理する。

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
・森林火災に対して常設重大事故等対処設備は，
「Ｖ－１－１－１－３　外部火災への配慮に関する
説明書」にて設定する輻射強度を考慮し，防火帯の
内側に設置することにより，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。また，森林火
災からの輻射強度の影響を考慮した場合において
も，離隔距離の確保により，常設重大事故等対処設
備の重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。
具体的には，常設重大事故等対処設備を収納する建
屋等及び屋外の常設重大事故等対処設備は，森林火
災からの輻射強度の影響に対し，建屋等又は屋外の
常設重大事故等対処設備の表面温度が許容温度とな
る危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距
離を確保する。また，常設重大事故等対処設備を収
納する建屋等は，近隣工場等の火災，爆発に対し，
危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離
が確保されていることを確認する。
森林火災からの輻射強度の影響を考慮する常設重大
事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外の常設重
大事故等対処設備の選定，要求機能及び性能目標に
ついては，「Ⅴ－１－１－４－２　重大事故等対処
設備の設計方針」に示し，常設重大事故等対処設備
を収納する建屋等及び屋外の常設重大事故等対処設
備に対する輻射強度の算出，危険距離の算出等の評
価方針については，「Ｖ－１－１－１－３－３　外
部火災への配慮が必要な施設の設計方針及び評価方
針」に基づくものとし，離隔距離の確保に関する評
価条件及び評価結果を「Ｖ－１－１－１－３－４
外部火災防護における評価結果」に示す。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処
する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施
設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大
事故等対処設備は，森林火災発生時に消防車による
事前散水による延焼防止を図るとともに代替設備に
より機能を損なわない設計とする。消防車による事
前散水を含む火災防護計画を保安規定に定めて，管
理する。

基本方針 -

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
塩害に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ
－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関す
る説明書」にて考慮する影響に対して，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。具体的には，屋内の常設重大事故等対処
設備は，換気設備及び非管理区域の換気空調設
備の給気系へ海塩粒子除去の機能を有する捕集
率85%以上(JIS Z 8901 試験用紛体11種 粒径約2
μm)の除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置に
より，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。また，屋外の常設重大事故
等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防
止対策又は受電開閉設備の絶縁性の維持対策に
より，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
塩害に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１
－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説明
書」にて考慮する影響に対して，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。具体的に
は，屋内の常設重大事故等対処設備は，換気設備及
び非管理区域の換気空調設備の給気系への除塩フィ
ルタ及び粒子フィルタの設置により，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。ま
た，屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の
塗装等による腐食防止対策又は受電開閉設備の絶縁
性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
塩害に対して常設重大事故等対処設備
は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象
等への配慮に関する説明書」にて考慮
する影響に対して，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とす
る。具体的には，屋内の常設重大事故
等対処設備は，換気設備及び非管理区
域の換気空調設備の給気系へ海塩粒子
除去の機能を有する捕集率85%以上(JIS
Z 8901 試験用紛体11種 粒径約2μm)の
除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置
により，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。また，
屋外の常設重大事故等対処設備は，屋
外施設の塗装等による腐食防止対策又
は受電開閉設備の絶縁性の維持対策に
より，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
・森林火災に対して常設重大事故等対
処設備は，「Ｖ－１－１－１－３　外
部火災への配慮に関する説明書」にて
設定する輻射強度を考慮し，防火帯の
内側に設置することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。また，森林火災からの輻
射強度の影響を考慮した場合において
も，離隔距離の確保により，常設重大
事故等対処設備の重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とす
る。
具体的には，常設重大事故等対処設備
を収納する建屋等及び屋外の常設重大
事故等対処設備は，森林火災からの輻
射強度の影響に対し，建屋等又は屋外
の常設重大事故等対処設備の表面温度
が許容温度となる危険距離を算出し，
その危険距離を上回る離隔距離を確保
する。また，常設重大事故等対処設備
を収納する建屋等は，近隣工場等の火
災，爆発に対し，危険距離を算出し，
その危険距離を上回る離隔距離が確保
されていることを確認する。
森林火災からの輻射強度の影響を考慮
する常設重大事故等対処設備を収納す
る建屋等及び屋外の常設重大事故等対
処設備の選定，要求機能及び性能目標
については，「Ⅴ－１－１－４－２－
１　重大事故等対処設備の設計方針」
に示し，常設重大事故等対処設備を収
納する建屋等及び屋外の常設重大事故
等対処設備に対する輻射強度の算出，
危険距離の算出等の評価方針について
は，「Ｖ－１－１－１－３－３　外部
火災への配慮が必要な施設の設計方針
及び評価方針」に基づくものとし，離
隔距離の確保に関する評価条件及び評
価結果を「Ｖ－１－１－１－３－４
外部火災防護における評価結果」に示
す。
・ただし，内的事象を要因とする重大
事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設と兼用する常設重
大事故等対処設備は，森林火災発生時
に消防車による事前散水による延焼防
止を図るとともに代替設備により機能
を損なわない設計とする。消防車によ
る事前散水を含む火災防護計画を保安
規定に定めて，管理する。

〇 -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

83

生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小
動物の侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制することによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

84

森林火災に対して常設重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置する
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言

86

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区
域換気空調設備の給気系への除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置によ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

87

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食
防止対策又は受電開閉設備の絶縁性の維持対策により，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

88

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の常設重大事故等対処設
備は，機能を損なわない高さへの設置，被液防護を行うことにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

85

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔
距離の確保等により，常設重大事故等対処設備の重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，森林火災発生時に消防車による事前散水に
よる延焼防止を図るとともに代替設備により機能を損なわない設計とす
る。消防車による事前散水を含む火災防護計画を保安規定に定めて，管
理する。

冒頭宣言
(評価要求)

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

89

電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，重大事故等時において
も電磁波により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備
は，電磁波の影響に対して重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。具体的
には，電磁的障害に対して重大事故等への対処
に必要な機能を維持するために必要な計測制御
系は日本産業規格に基づきノイズ対策を行うと
ともに，電気的及び物理的な独立性を持たせる
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

〇 基本方針 -

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，電
磁波の影響に対して重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。具体的には，電磁的障
害に対して重大事故等への対処に必要な機能を維持
するために必要な計測制御系は日本産業規格に基づ
きノイズ対策を行うとともに，電気的及び物理的な
独立性を持たせることにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
電磁的障害に対して常設重大事故等対
処設備は，電磁波の影響に対して重大
事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。具体的には，電磁的
障害に対して重大事故等への対処に必
要な機能を維持するために必要な計測
制御系は日本産業規格に基づきノイズ
対策を行うとともに，電気的及び物理
的な独立性を持たせることにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

91

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物を考慮して，代替設備によ
り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行
うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることに
より，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工
程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対
処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重
要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用す
る常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物
を考慮して，代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間で修理の対応
を行うこと，関連する工程の停止等又はこれら
を適切に組み合わせることにより，機能を損な
わない設計とする。代替設備により必要な機能
を確保すること，安全上支障のない期間で修理
の対応を行うこと，関連する工程を停止するこ
と等については，保安規定に定めて，管理す
る。

〇 基本方針 -

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処す
る常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設
以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事
故等対処設備は，内部発生飛散物を考慮して，代替
設備により必要な機能を確保すること，安全上支障
のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程
の停止等又はこれらを適切に組み合わせることによ
り，機能を損なわない設計とする。代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間
で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止する
こと等については，保安規定に定めて，管理する。

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
ただし，内的事象を要因とする重大事
故等へ対処する常設重大事故等対処設
備のうち安全上重要な施設以外の安全
機能を有する施設と兼用する常設重大
事故等対処設備は，内部発生飛散物を
考慮して，代替設備により必要な機能
を確保すること，安全上支障のない期
間で修理の対応を行うこと，関連する
工程の停止等又はこれらを適切に組み
合わせることにより，機能を損なわな
い設計とする。代替設備により必要な
機能を確保すること，安全上支障のな
い期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程を停止すること等について
は，保安規定に定めて，管理する。
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　常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施設
における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受けない設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可
能性のある再処理施設における重大事故等によ
る建屋外の環境条件の影響を受けない設計とす
る。

〇 基本方針 -

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性
のある再処理施設における重大事故等による建屋外
の環境条件の影響を受けない設計とする。

〇 - 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，同時に発
生する可能性のある再処理施設におけ
る重大事故等による建屋外の環境条件
の影響を受けない設計とする。
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b.　可搬型重大事故等対処設備
　可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合
における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効
に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）及び保管場所に応じた耐
環境性を有する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 -
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閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，重大
事故等時における建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 -
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　周辺機器等からの影響について常設重大事故等対処設備は，内部発生
飛散物に対して当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散
物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設置することにより重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（常設重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（常設重大事故等対処設
備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

- 基本方針（常設重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設
重大事故等対処設備】
周辺機器等からの影響について常設重
大事故等対処設備は，内部発生飛散物
に対して当該設備周辺機器の回転機器
の回転羽の損壊による飛散物の影響を
考慮し，影響を受けない位置へ設置す
ることにより重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。ま
た，重量物の落下による飛散物の影響
を考慮し，影響を受けない位置へ設置
することにより重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，常設重大事故等対処設備
と同室に設置する回転機器は，回転機
器の異常により回転速度が上昇するこ
とによる回転羽根の損壊を考慮して，
「Ｖ－１－１－４－１　安全機能を有
する施設が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書」の「５．３
内部発生飛散物の発生防止対策」の
「５．３．２　回転機器の損壊による
飛散物」に基づく設計とする。
また，常設重大事故等対処設備と同室
にあるクレーンその他の搬送機器は，
運転時において重量物をつり上げて搬
送するクレーンその他の搬送機器から
のつり荷の落下及び逸走によるクレー
ンその他の搬送機器の落下を考慮し
て，「Ｖ－１－１－４－１　安全機能
を有する施設が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の
「５．３　内部発生飛散物の発生防止
対策」の「５．３．１　重量物の落下
による飛散物」に基づく設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故
等対処設備】
周辺機器等からの影響について常設重大事故等
対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設備
周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散
物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設置
することにより重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。また，重量物の落
下による飛散物の影響を考慮し，影響を受けな
い位置へ設置することにより重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，常設重大事故等対処設備と同室に
設置する回転機器は，回転機器の異常により回
転速度が上昇することによる回転羽根の損壊を
考慮して，「Ｖ－１－１－４－１　安全機能を
有する施設が使用される条件の下における健全
性に関する説明書」の「５．３　内部発生飛散
物の発生防止対策」の「５．３．２　回転機器
の損壊による飛散物」に基づく設計とする。
また，常設重大事故等対処設備と同室にあるク
レーンその他の搬送機器は，運転時において重
量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬
送機器からのつり荷の落下及び逸走によるク
レーンその他の搬送機器の落下を考慮して，
「Ｖ－１－１－４－１　安全機能を有する施設
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書」の「５．３　内部発生飛散物の発生防
止対策」の「５．３．１　重量物の落下による
飛散物」に基づく設計とする。

〇 基本方針 -

【2.4 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等
対処設備】
周辺機器等からの影響について常設重大事故等対処
設備は，内部発生飛散物に対して当該設備周辺機器
の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響を考
慮し，影響を受けない位置へ設置することにより重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。また，重量物の落下による飛散物の影響を考
慮し，影響を受けない位置へ設置することにより重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。
具体的には，常設重大事故等対処設備と同室に設置
する回転機器は，回転機器の異常により回転速度が
上昇することによる回転羽根の損壊を考慮して，
「１．５．３　内部発生飛散物の発生防止対策」の
「１．５．３．２　回転機器の損壊による飛散物」
に基づく設計とする。
また，常設重大事故等対処設備と同室にあるクレー
ンその他の搬送機器は，運転時において重量物をつ
り上げて搬送するクレーンその他の搬送機器からの
つり荷の落下及び逸走によるクレーンその他の搬送
機器の落下を考慮して，「１．５．３　内部発生飛
散物の発生防止対策」の「１．５．３．１　重量物
の落下による飛散物」に基づく設計とする。

〇

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大
事故等対処設備】
・可搬型重大事故等対処設備は，想定される重
大事故等が発生した場合における温度，圧力，
湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有
効に発揮できるよう，その設置場所（使用場
所）及び保管場所に応じた耐環境性を有する設
計とする。
・閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重
大事故等対処設備は，重大事故等時における建
屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【2.4 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事
故等対処設備】
・可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事
故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放
射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮でき
るよう，その設置場所（使用場所）及び保管場所に
応じた耐環境性を有する設計とする。
・閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事
故等対処設備は，重大事故等時における建屋等の環
境温度，環境圧力を考慮しても重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可
搬型重大事故等対処設備】
・可搬型重大事故等対処設備は，想定
される重大事故等が発生した場合にお
ける温度，圧力，湿度，放射線及び荷
重を考慮し，その機能が有効に発揮で
きるよう，その設置場所（使用場所）
及び保管場所に応じた耐環境性を有す
る設計とする。
・閉じ込める機能の喪失の対処に係る
可搬型重大事故等対処設備は，重大事
故等時における建屋等の環境温度，環
境圧力を考慮しても重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

89

電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，重大事故等時において
も電磁波により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言

91

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対
処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物を考慮して，代替設備によ
り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行
うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることに
より，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工
程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言

92

　常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施設
における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受けない設計とす
る。

冒頭宣言

93

b.　可搬型重大事故等対処設備
　可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合
における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効
に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）及び保管場所に応じた耐
環境性を有する設計とする。

冒頭宣言

94

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，重大
事故等時における建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

90

　周辺機器等からの影響について常設重大事故等対処設備は，内部発生
飛散物に対して当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散
物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設置することにより重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬
型重大事故等対処設備】
・可搬型重大事故等対処設備は，想定さ
れる重大事故等が発生した場合における
温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考
慮し，その機能が有効に発揮できるよ
う，その設置場所（使用場所）及び保管
場所に応じた耐環境性を有する設計とす
る。
・閉じ込める機能の喪失の対処に係る可
搬型重大事故等対処設備は，重大事故等
時における建屋等の環境温度，環境圧力
を考慮しても重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

第3回申請と同一

第3回申請と同一

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請
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　重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水
する又は尾駮沼で使用する可搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料
を使用する設計とする。また，尾駮沼から直接取水する際の異物の流入
防止を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設備
のうち水供給設備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大
事故等対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に
対して常時汽水を通水する又は尾駮沼で使用す
る可搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料
を使用する設計とする。また，尾駮沼から直接
取水する際の異物の流入防止を考慮した設計と
する。

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【2.4 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事
故等対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対し
て常時汽水を通水する又は尾駮沼で使用する可搬型
重大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用する設
計とする。また，尾駮沼から直接取水する際の異物
の流入防止を考慮した設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可
搬型重大事故等対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系統へ
の影響に対して常時汽水を通水する又
は尾駮沼で使用する可搬型重大事故等
対処設備は，耐腐食性材料を使用する
設計とする。また，尾駮沼から直接取
水する際の異物の流入防止を考慮した
設計とする。
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　地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，「3.1　地震による損傷の
防止」に記載する地震力による荷重を考慮して，当該設備の落下防止，
転倒防止，固縛の措置を講ずる設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-2 -1　重大事故等対処設備の設計方針

〇 基本方針 -
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また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より
厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を要因とする重
大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事
故等対処設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計」に基づく設計とする。 冒頭宣言

基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

〇 基本方針 -
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さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，当該設備周辺の資
機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下
防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-2 -1　重大事故等対処設備の設計方針

〇 基本方針 -
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　津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所は，「3.2　津波に
よる損傷の防止」に示す津波による影響を受けない位置に保管する設計
とする。また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響
を受けるおそれのない場所を選定することとし，使用時に津波による影
響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津波に対して重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

〇 基本方針 -
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　風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対して
屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止
できる建屋等内に保管し，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-2 -1　重大事故等対処設備の設計方針

〇 基本方針 -
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　屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風（台風）及び竜巻に対して風
（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により当該設備又は当該
設備を収納するものに対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する
設計とする。
　ただし，固縛する屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，地震時の
移動を考慮して地震後の機能を維持する設備は，余長を有する固縛で拘
束することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-2 -1　重大事故等対処設備の設計方針

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大
事故等対処設備】
・屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台
風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風
(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降
下火砕物による積載荷重により重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷
重への具体的な設計方針は「(3)自然現象により
発生する荷重の影響」に示す。

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【2.4 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事
故等対処設備】
・屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，
竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風(台風)及び
竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による
積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷重へ
の具体的な設計方針は「(3)自然現象により発生す
る荷重の影響」に示す。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可
搬型重大事故等対処設備】
・屋外の可搬型重大事故等対処設備
は，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の
影響に対して，風(台風)及び竜巻によ
る風荷重，積雪荷重及び降下火砕物に
よる積載荷重により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響
による荷重への具体的な設計方針は
「(3)自然現象により発生する荷重の影
響」に示す。

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備
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溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，溢水に対しては想
定する溢水量に対して機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防
護を行うことにより，火災に対しては，「8.2.7 　可搬型重大事故等対
処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行うことによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
（評価要求）

基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大
事故等対処設備】
・地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ⅲ 耐震性に関する説明書」に記載する地震力
による荷重を考慮して，当該設備の落下防止，
転倒防止，固縛の措置を講ずる設計とする。
・また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故
において想定した条件より厳しい条件を要因と
した外的事象の地震に対して，地震を要因とす
る重大事故等に対処するために重大事故等時に
機能を期待する可搬型重大事故等対処設備は，
「6.　地震を要因とする重大事故等に対する施
設の耐震設計」に基づく設計とする。
・さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的
影響によって重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。また，当該設備周辺
の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，
当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，
固縛の措置を行う設計とする。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【2.4 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事
故等対処設備】
・地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅲ
耐震性に関する説明書」に記載する地震力による荷
重を考慮して，当該設備の落下防止，転倒防止，固
縛の措置を講ずる設計とする。
・また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故にお
いて想定した条件より厳しい条件を要因とした外的
事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等
に対処するために重大事故等時に機能を期待する可
搬型重大事故等対処設備は，「2.6　地震を要因と
する重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく
設計とする。
・さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的影響
によって重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落
下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資
機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計
とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書
4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-2 -1　重大事故等対処設備の設計方針

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大
事故等対処設備】
溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設
備は，溢水に対しては想定する溢水量に対して
機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水
防護を行うことにより，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
想定する溢水量に対して機能を損なわないとす
る評価等の設計方針については，「Ｖ－１－１
－７　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書」に示す。
火災に対しては，「7. 可搬型重大事故等対処設
備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災
防護を行うことにより，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，可搬型重大事故等対処設備のう
ち，溢水によって必要な機能が損なわれない静
的な機器を除く設備が没水，被水等の影響を受
けて機能を損なわない設計とする。
没水，被水等の影響を考慮する可搬型重大事故
等対処設備の選定については，「Ⅴ－１－１－
４－２－１　重大事故等対処設備の設計方針」
に示し，想定する溢水量に対する評価方針及び
評価結果については，「Ｖ－１－１－７　加工
施設内における溢水による損傷の防止に関する
説明書」に示す。

〇 基本方針 -

【2.4 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事
故等対処設備】
溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備
は，溢水に対しては想定する溢水量に対して機能を
損なわない高さへの設置又は保管，被水防護を行う
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。
想定する溢水量に対して機能を損なわないとする評
価等の設計方針については，「Ｖ－１－１－７　加
工施設内における溢水による損傷の防止に関する説
明書」に示す。
火災に対しては，「2.7 　可搬型重大事故等対処設
備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護
を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
具体的には，可搬型重大事故等対処設備のうち，溢
水によって必要な機能が損なわれない静的な機器を
除く設備が没水，被水等の影響を受けて機能を損な
わない設計とする。
没水，被水等の影響を考慮する可搬型重大事故等対
処設備の選定については，「Ⅴ－１－１－４－２
重大事故等対処設備の設計方針」に示し，想定する
溢水量に対する評価方針及び評価結果については，
「Ｖ－１－１－７　加工施設内における溢水による
損傷の防止に関する説明書」に示す。

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大
事故等対処設備】
津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管
場所は，「Ｖ－１－１－１－６　津波への配慮
に関する説明書」に示す津波による影響を受け
ない位置に保管する設計とする。また，可搬型
重大事故等対処設備の据付けは，津波による影
響を受けるおそれのない場所を選定することと
し，使用時に津波の影響を受けるおそれのある
場所に据付ける場合は，津波に対して重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
具体的には，第２貯水槽から第１貯水槽へ水を
補給する場合及び燃料加工建屋に放水する場合
は，津波による影響を受けない場所に可搬型重
大事故等対処設備を据付けることとし，尾駮沼
取水場所A，尾駮沼取水場所B又は二又川取水場
所A(以下「敷地外水源」という。)における可搬
型重大事故等対処設備の据付けは，津波警報の
解除後に対応を開始すること，津波警報の発令
確認時に対応中の場合は一時的に退避すること
により，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

・風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪
及び火山の影響に対して屋内の可搬型重大事故
等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防
止できる第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯
水所，緊急時対策建屋，再処理施設の制御建屋
及び洞道に保管し，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

【2.4 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事
故等対処設備】
津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所
は，「Ｖ－１－１－１－６　津波への配慮に関する
説明書」に示す津波による影響を受けない位置に保
管する設計とする。また，可搬型重大事故等対処設
備の据付けは，津波による影響を受けるおそれのな
い場所を選定することとし，使用時に津波の影響を
受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津波に
対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
具体的には，第２貯水槽から第１貯水槽へ水を補給
する場合及び燃料加工建屋に放水する場合は，津波
による影響を受けない場所に可搬型重大事故等対処
設備を据付けることとし，尾駮沼取水場所A，尾駮
沼取水場所B又は二又川取水場所A(以下「敷地外水
源」という。)における可搬型重大事故等対処設備
の据付けは，津波警報の解除後に対応を開始するこ
と，津波警報の発令確認時に対応中の場合は一時的
に退避することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

・風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び
火山の影響に対して屋内の可搬型重大事故等対処設
備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１
保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊急時対策
建屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に保管し，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可
搬型重大事故等対処設備】
・地震に対して可搬型重大事故等対処
設備は，「Ⅲ 耐震性に関する説明書」
に記載する地震力による荷重を考慮し
て，当該設備の落下防止，転倒防止，
固縛の措置を講ずる設計とする。
・また，事業(変更)許可を受けた設計
基準事故において想定した条件より厳
しい条件を要因とした外的事象の地震
に対して，地震を要因とする重大事故
等に対処するために重大事故等時に機
能を期待する可搬型重大事故等対処設
備は，「6.　地震を要因とする重大事
故等に対する施設の耐震設計」に基づ
く設計とする。
・さらに，当該設備周辺の機器等から
の波及的影響によって重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計と
する。また，当該設備周辺の資機材の
落下，転倒による損傷を考慮して，当
該設備周辺の資機材の落下防止，転倒
防止，固縛の措置を行う設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可
搬型重大事故等対処設備】
溢水及び火災に対して可搬型重大事故
等対処設備は，溢水に対しては想定す
る溢水量に対して機能を損なわない高
さへの設置又は保管，被水防護を行う
ことにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。
想定する溢水量に対して機能を損なわ
ないとする評価等の設計方針について
は，「Ｖ－１－１－７　加工施設内に
おける溢水による損傷の防止に関する
説明書」に示す。
火災に対しては，「7. 可搬型重大事故
等対処設備の内部火災に対する防護方
針」に基づく火災防護を行うことによ
り，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
具体的には，可搬型重大事故等対処設
備のうち，溢水によって必要な機能が
損なわれない静的な機器を除く設備が
没水，被水等の影響を受けて機能を損
なわない設計とする。
没水，被水等の影響を考慮する可搬型
重大事故等対処設備の選定について
は，「Ⅴ－１－１－４－２－１　重大
事故等対処設備の設計方針」に示し，
想定する溢水量に対する評価方針及び
評価結果については，「Ｖ－１－１－
７　加工施設内における溢水による損
傷の防止に関する説明書」に示す。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可
搬型重大事故等対処設備】
津波に対して可搬型重大事故等対処設
備の保管場所は，「Ｖ－１－１－１－
６　津波への配慮に関する説明書」に
示す津波による影響を受けない位置に
保管する設計とする。また，可搬型重
大事故等対処設備の据付けは，津波に
よる影響を受けるおそれのない場所を
選定することとし，使用時に津波の影
響を受けるおそれのある場所に据付け
る場合は，津波に対して重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
具体的には，第２貯水槽から第１貯水
槽へ水を補給する場合及び燃料加工建
屋に放水する場合は，津波による影響
を受けない場所に可搬型重大事故等対
処設備を据付けることとし，尾駮沼取
水場所A，尾駮沼取水場所B又は二又川
取水場所A(以下「敷地外水源」とい
う。)における可搬型重大事故等対処設
備の据付けは，津波警報の解除後に対
応を開始すること，津波警報の発令確
認時に対応中の場合は一時的に退避す
ることにより，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。

・風（台風），竜巻，凍結，高温，降
水，積雪及び火山の影響に対して屋内
の可搬型重大事故等対処設備は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる第
１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水
所，緊急時対策建屋，再処理施設の制
御建屋及び洞道に保管し，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

95

　重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水
する又は尾駮沼で使用する可搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料
を使用する設計とする。また，尾駮沼から直接取水する際の異物の流入
防止を考慮した設計とする。

冒頭宣言

96

　地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，「3.1　地震による損傷の
防止」に記載する地震力による荷重を考慮して，当該設備の落下防止，
転倒防止，固縛の措置を講ずる設計とする。

冒頭宣言

97

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より
厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を要因とする重
大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する可搬型重大事
故等対処設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計」に基づく設計とする。 冒頭宣言

98

さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，当該設備周辺の資
機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下
防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。

冒頭宣言

100

　津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所は，「3.2　津波に
よる損傷の防止」に示す津波による影響を受けない位置に保管する設計
とする。また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響
を受けるおそれのない場所を選定することとし，使用時に津波による影
響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津波に対して重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

101

　風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対して
屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止
できる建屋等内に保管し，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言

102

　屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風（台風）及び竜巻に対して風
（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により当該設備又は当該
設備を収納するものに対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する
設計とする。
　ただし，固縛する屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，地震時の
移動を考慮して地震後の機能を維持する設備は，余長を有する固縛で拘
束することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

冒頭宣言

99

溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，溢水に対しては想
定する溢水量に対して機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防
護を行うことにより，火災に対しては，「8.2.7 　可搬型重大事故等対
処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行うことによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
（評価要求）

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設備
のうち水供給設備）

-

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系
統への影響に対して常時汽水を通
水する又は尾駮沼で使用する可搬
型重大事故等対処設備は，耐腐食
性材料を使用する設計とする。ま
た，尾駮沼から直接取水する際の
異物の流入防止を考慮した設計と
する。

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬
型重大事故等対処設備】
・屋外の可搬型重大事故等対処設備は，
風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響に
対して，風(台風)及び竜巻による風荷
重，積雪荷重及び降下火砕物による積載
荷重により重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響に
よる荷重への具体的な設計方針は「(3)
自然現象により発生する荷重の影響」に
示す。

第1回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬
型重大事故等対処設備】
・地震に対して可搬型重大事故等対処設
備は，「Ⅲ 耐震性に関する説明書」に
記載する地震力による荷重を考慮して，
当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の
措置を講ずる設計とする。
・また，事業(変更)許可を受けた設計基
準事故において想定した条件より厳しい
条件を要因とした外的事象の地震に対し
て，地震を要因とする重大事故等に対処
するために重大事故等時に機能を期待す
る可搬型重大事故等対処設備は，「6.
地震を要因とする重大事故等に対する施
設の耐震設計」に基づく設計とする。
・さらに，当該設備周辺の機器等からの
波及的影響によって重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
また，当該設備周辺の資機材の落下，転
倒による損傷を考慮して，当該設備周辺
の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の
措置を行う設計とする。

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬
型重大事故等対処設備】
溢水及び火災に対して可搬型重大事故等
対処設備は，溢水に対しては想定する溢
水量に対して機能を損なわない高さへの
設置又は保管，被水防護を行うことによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。
想定する溢水量に対して機能を損なわな
いとする評価等の設計方針については，
「Ｖ－１－１－７　加工施設内における
溢水による損傷の防止に関する説明書」
に示す。
火災に対しては，「7. 可搬型重大事故
等対処設備の内部火災に対する防護方
針」に基づく火災防護を行うことによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。
具体的には，可搬型重大事故等対処設備
のうち，溢水によって必要な機能が損な
われない静的な機器を除く設備が没水，
被水等の影響を受けて機能を損なわない
設計とする。
没水，被水等の影響を考慮する可搬型重
大事故等対処設備の選定については，
「Ⅴ－１－１－４－２－１　重大事故等
対処設備の設計方針」に示し，想定する
溢水量に対する評価方針及び評価結果に
ついては，「Ｖ－１－１－７　加工施設
内における溢水による損傷の防止に関す
る説明書」に示す。

第3回申請と同一

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬
型重大事故等対処設備】
津波に対して可搬型重大事故等対処設備
の保管場所は，「Ｖ－１－１－１－６
津波への配慮に関する説明書」に示す津
波による影響を受けない位置に保管する
設計とする。また，可搬型重大事故等対
処設備の据付けは，津波による影響を受
けるおそれのない場所を選定することと
し，使用時に津波の影響を受けるおそれ
のある場所に据付ける場合は，津波に対
して重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。
具体的には，第２貯水槽から第１貯水槽
へ水を補給する場合及び燃料加工建屋に
放水する場合は，津波による影響を受け
ない場所に可搬型重大事故等対処設備を
据付けることとし，尾駮沼取水場所A，
尾駮沼取水場所B又は二又川取水場所
A(以下「敷地外水源」という。)におけ
る可搬型重大事故等対処設備の据付け
は，津波警報の解除後に対応を開始する
こと，津波警報の発令確認時に対応中の
場合は一時的に退避することにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

・風（台風），竜巻，凍結，高温，降
水，積雪及び火山の影響に対して屋内の
可搬型重大事故等対処設備は，外部から
の衝撃による損傷を防止できる第１保管
庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊急
時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び
洞道に保管し，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

103

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，積雪
荷重及び降下火砕物による積載荷重を考慮し，損傷防止措置として除
雪，除灰及び屋内への配備を実施することにより，重大事故等に対処す
るための機能を損なわないよう維持する設計とする。除雪，除灰及び屋
内への配備を実施することについては，保安規定に定めて，管理する。

運用要求
基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処

設備））
〇 基本方針 -

104

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍結
防止対策，高温防止対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 -

105

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処
する可搬型重大事故等対処設備は，直撃雷を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 -

106

直撃雷に対して，構内接地網と連接した避雷設備で防護される範囲内に
保管する又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に保管する
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 -

107

生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類，小
動物及び水生植物の付着又は侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又
は抑制することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 -

108

森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，防火帯の内側に保管す
ることにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 -

109

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔
距離の確保等により，可搬型重大事故等対処設備の重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可
搬型重大事故等対処設備】
・屋外の可搬型重大事故等対処設備
は，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の
影響に対して，風(台風)及び竜巻によ
る風荷重，積雪荷重及び降下火砕物に
よる積載荷重により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響
による荷重への具体的な設計方針は
「(3)自然現象により発生する荷重の影
響」に示す。
・凍結に対して可搬型重大事故等対処
設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然
現象等への配慮に関する説明書」にて
設定する凍結において考慮する外気温
に対して，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。具体
的には，屋内の可搬型重大事故等対処
設備は，外部からの損傷を防止できる
建屋等内に保管することにより重大事
故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。また，屋外の可搬型重
大事故等対処設備は，凍結防止対策に
より重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
・高温に対して可搬型重大事故等対処
設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然
現象等への配慮に関する説明書」にて
設定する高温において考慮する外気温
に対して，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。具体
的には，屋内の可搬型重大事故等対処
設備は，外部からの損傷を防止できる
建屋等内に保管することにより重大事
故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。また，屋外の可搬型重
大事故等対処設備は，高温防止対策に
より重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
・降水に対して可搬型重大事故等対処
設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然
現象等への配慮に関する説明書」にて
設定する設計基準降水量に対して，重
大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。具体的には，屋内
の可搬型重大事故等対処設備は，外部
からの損傷を防止できる建屋等内に保
管することにより重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とす
る。また，屋外の可搬型重大事故等対
処設備は，防水対策により重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。
・落雷に対して全交流電源喪失を要因
とせずに発生する重大事故等に対処す
る可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ
－１－１－１－１　自然現象等への配
慮に関する説明書」にて設定する雷撃
電流に対して，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，直撃雷に対して，当該設
備は当該設備自体が構内接地網と連接
した避雷設備を有する設計とする又は
構内接地網と連接した避雷設備を有す
る建屋等に保管することにより，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。
・生物学的事象に対して可搬型重大事
故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－
１　自然現象等への配慮に関する説明
書」にて選定する対象生物に対して，
重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。具体的には，こ
れら生物の侵入を防止又は抑制するこ
とにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。
・森林火災に対して可搬型重大事故等
対処設備は，「Ｖ－１－１－１－３
外部火災への配慮に関する説明書」に
て設定する輻射強度を考慮し，防火帯
の内側に保管することにより，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。また，森林火災からの
輻射強度の影響を考慮した場合におい
ても，離隔距離の確保等により，可搬
型重大事故等対処設備の重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計
とする。

具体的には，可搬型重大事故等対処設
備を収納する建屋等及び屋外の可搬型
重大事故等対処設備は，森林火災から
の輻射強度の影響に対し，建屋等又は
屋外の可搬型重大事故等対処設備の表
面温度が許容温度となる危険距離を算
出し，その危険距離を上回る離隔距離
を確保する。また，可搬型重大事故等
対処設備を収納する建屋等は，近隣工
場等の火災，爆発に対し，危険距離を
算出し，その危険距離を上回る離隔距
離が確保されていることを確認する。
森林火災からの輻射強度の影響を考慮
する可搬型重大事故等対処設備を収納
する建屋等及び屋外の可搬型重大事故
等対処設備の選定，要求機能及び性能
目標については，「Ⅴ－１－１－４－
２－１　重大事故等対処設備の設計方
針」に示し，建屋等及び屋外の可搬型
重大事故等対処設備に対する輻射強度
の算出，危険距離の算出等の評価方針
については，「Ｖ－１－１－１－３－
３　外部火災への配慮が必要な施設の
設計方針及び評価方針」に基づくもの
とし，離隔距離の確保に関する評価条
件及び評価結果を「Ｖ－１－１－１－
３－４　外部火災防護における評価結
果」に示す。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大
事故等対処設備】
・屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台
風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風
(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降
下火砕物による積載荷重により重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷
重への具体的な設計方針は「(3)自然現象により
発生する荷重の影響」に示す。
・凍結に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に
関する説明書」にて設定する凍結において考慮
する外気温に対して，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。具体的に
は，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外部
からの損傷を防止できる建屋等内に保管するこ
とにより重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。また，屋外の可搬型重大
事故等対処設備は，凍結防止対策により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。
・高温に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に
関する説明書」にて設定する高温において考慮
する外気温に対して，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。具体的に
は，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外部
からの損傷を防止できる建屋等内に保管するこ
とにより重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。また，屋外の可搬型重大
事故等対処設備は，高温防止対策により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。
・降水に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に
関する説明書」にて設定する設計基準降水量に
対して，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。具体的には，屋内の可搬
型重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防
止できる建屋等内に保管することにより重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。また，屋外の可搬型重大事故等対処設備
は，防水対策により重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。
・落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに
発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故
等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現
象等への配慮に関する説明書」にて設定する雷
撃電流に対して，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。具体的には，直
撃雷に対して，当該設備は当該設備自体が構内
接地網と連接した避雷設備を有する設計とする
又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建
屋等に保管することにより，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
・生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処
設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等へ
の配慮に関する説明書」にて選定する対象生物
に対して，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。具体的には，これら生
物の侵入を防止又は抑制することにより，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
・森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備
は，「Ｖ－１－１－１－３　外部火災への配慮
に関する説明書」にて設定する輻射強度を考慮
し，防火帯の内側に保管することにより，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。また，森林火災からの輻射強度の影響
を考慮した場合においても，離隔距離の確保等
により，可搬型重大事故等対処設備の重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

具体的には，可搬型重大事故等対処設備を収納
する建屋等及び屋外の可搬型重大事故等対処設
備は，森林火災からの輻射強度の影響に対し，
建屋等又は屋外の可搬型重大事故等対処設備の
表面温度が許容温度となる危険距離を算出し，
その危険距離を上回る離隔距離を確保する。ま
た，可搬型重大事故等対処設備を収納する建屋
等は，近隣工場等の火災，爆発に対し，危険距
離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離が
確保されていることを確認する。
森林火災からの輻射強度の影響を考慮する可搬
型重大事故等対処設備を収納する建屋等及び屋
外の可搬型重大事故等対処設備の選定，要求機
能及び性能目標については，「Ⅴ－１－１－４
－２　重大事故等対処設備の設計方針」に示
し，建屋等及び屋外の可搬型重大事故等対処設
備に対する輻射強度の算出，危険距離の算出等
の評価方針については，「Ｖ－１－１－１－３
－３　外部火災への配慮が必要な施設の設計方
針及び評価方針」に基づくものとし，離隔距離
の確保に関する評価条件及び評価結果を「Ｖ－
１－１－１－３－４　外部火災防護における評
価結果」に示す。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【2.4 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事
故等対処設備】
・屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，
竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風(台風)及び
竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による
積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。
風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷重へ
の具体的な設計方針は「(3)自然現象により発生す
る荷重の影響」に示す。
・凍結に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ
－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説
明書」にて設定する凍結において考慮する外気温に
対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。具体的には，屋内の可搬型重大事
故等対処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋
等内に保管することにより重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。また，屋外の可
搬型重大事故等対処設備は，凍結防止対策により重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。
・高温に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ
－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説
明書」にて設定する高温において考慮する外気温に
対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。具体的には，屋内の可搬型重大事
故等対処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋
等内に保管することにより重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。また，屋外の可
搬型重大事故等対処設備は，高温防止対策により重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。
・降水に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ
－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説
明書」にて設定する設計基準降水量に対して，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処設備
は，外部からの損傷を防止できる建屋等内に保管す
ることにより重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。また，屋外の可搬型重大事故
等対処設備は，防水対策により重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
・落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに発生
する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設
備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮
に関する説明書」にて設定する雷撃電流に対して，
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。具体的には，直撃雷に対して，当該設備は
当該設備自体が構内接地網と連接した避雷設備を有
する設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備
を有する建屋等に保管することにより，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設備
は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に
関する説明書」にて選定する対象生物に対して，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。具体的には，これら生物の侵入を防止又は抑
制することにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
・森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ｖ－１－１－１－３　外部火災への配慮に関する
説明書」にて設定する輻射強度を考慮し，防火帯の
内側に保管することにより，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。また，森林火
災からの輻射強度の影響を考慮した場合において
も，離隔距離の確保等により，可搬型重大事故等対
処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。

具体的には，可搬型重大事故等対処設備を収納する
建屋等及び屋外の可搬型重大事故等対処設備は，森
林火災からの輻射強度の影響に対し，建屋等又は屋
外の可搬型重大事故等対処設備の表面温度が許容温
度となる危険距離を算出し，その危険距離を上回る
離隔距離を確保する。また，可搬型重大事故等対処
設備を収納する建屋等は，近隣工場等の火災，爆発
に対し，危険距離を算出し，その危険距離を上回る
離隔距離が確保されていることを確認する。
森林火災からの輻射強度の影響を考慮する可搬型重
大事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外の可搬
型重大事故等対処設備の選定，要求機能及び性能目
標については，「Ⅴ－１－１－４－２　重大事故等
対処設備の設計方針」に示し，建屋等及び屋外の可
搬型重大事故等対処設備に対する輻射強度の算出，
危険距離の算出等の評価方針については，「Ｖ－１
－１－１－３－３　外部火災への配慮が必要な施設
の設計方針及び評価方針」に基づくものとし，離隔
距離の確保に関する評価条件及び評価結果を「Ｖ－
１－１－１－３－４　外部火災防護における評価結
果」に示す。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-2 -1　重大事故等対処設備の設計方針

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

101



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

103

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，積雪
荷重及び降下火砕物による積載荷重を考慮し，損傷防止措置として除
雪，除灰及び屋内への配備を実施することにより，重大事故等に対処す
るための機能を損なわないよう維持する設計とする。除雪，除灰及び屋
内への配備を実施することについては，保安規定に定めて，管理する。

運用要求

104

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍結
防止対策，高温防止対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

105

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処
する可搬型重大事故等対処設備は，直撃雷を考慮した設計とする。

冒頭宣言

106

直撃雷に対して，構内接地網と連接した避雷設備で防護される範囲内に
保管する又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に保管する
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言

107

生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類，小
動物及び水生植物の付着又は侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又
は抑制することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

冒頭宣言

108

森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，防火帯の内側に保管す
ることにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言

109

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔
距離の確保等により，可搬型重大事故等対処設備の重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬
型重大事故等対処設備】
・屋外の可搬型重大事故等対処設備は，
風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響に
対して，風(台風)及び竜巻による風荷
重，積雪荷重及び降下火砕物による積載
荷重により重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響に
よる荷重への具体的な設計方針は「(3)
自然現象により発生する荷重の影響」に
示す。
・凍結に対して可搬型重大事故等対処設
備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象
等への配慮に関する説明書」にて設定す
る凍結において考慮する外気温に対し
て，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。具体的には，屋
内の可搬型重大事故等対処設備は，外部
からの損傷を防止できる建屋等内に保管
することにより重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。ま
た，屋外の可搬型重大事故等対処設備
は，凍結防止対策により重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・高温に対して可搬型重大事故等対処設
備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象
等への配慮に関する説明書」にて設定す
る高温において考慮する外気温に対し
て，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。具体的には，屋
内の可搬型重大事故等対処設備は，外部
からの損傷を防止できる建屋等内に保管
することにより重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。ま
た，屋外の可搬型重大事故等対処設備
は，高温防止対策により重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・降水に対して可搬型重大事故等対処設
備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象
等への配慮に関する説明書」にて設定す
る設計基準降水量に対して，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。具体的には，屋内の可搬型重大
事故等対処設備は，外部からの損傷を防
止できる建屋等内に保管することにより
重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。また，屋外の可搬型
重大事故等対処設備は，防水対策により
重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。
・落雷に対して全交流電源喪失を要因と
せずに発生する重大事故等に対処する可
搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－
１－１－１　自然現象等への配慮に関す
る説明書」にて設定する雷撃電流に対し
て，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。具体的には，直
撃雷に対して，当該設備は当該設備自体
が構内接地網と連接した避雷設備を有す
る設計とする又は構内接地網と連接した
避雷設備を有する建屋等に保管すること
により，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
・生物学的事象に対して可搬型重大事故
等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１
自然現象等への配慮に関する説明書」に
て選定する対象生物に対して，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。具体的には，これら生物の侵
入を防止又は抑制することにより，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
・森林火災に対して可搬型重大事故等対
処設備は，「Ｖ－１－１－１－３　外部
火災への配慮に関する説明書」にて設定
する輻射強度を考慮し，防火帯の内側に
保管することにより，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とす
る。また，森林火災からの輻射強度の影
響を考慮した場合においても，離隔距離
の確保等により，可搬型重大事故等対処
設備の重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

具体的には，可搬型重大事故等対処設備
を収納する建屋等及び屋外の可搬型重大
事故等対処設備は，森林火災からの輻射
強度の影響に対し，建屋等又は屋外の可
搬型重大事故等対処設備の表面温度が許
容温度となる危険距離を算出し，その危
険距離を上回る離隔距離を確保する。ま
た，可搬型重大事故等対処設備を収納す
る建屋等は，近隣工場等の火災，爆発に
対し，危険距離を算出し，その危険距離
を上回る離隔距離が確保されていること
を確認する。
森林火災からの輻射強度の影響を考慮す
る可搬型重大事故等対処設備を収納する
建屋等及び屋外の可搬型重大事故等対処
設備の選定，要求機能及び性能目標につ
いては，「Ⅴ－１－１－４－２－１　重
大事故等対処設備の設計方針」に示し，
建屋等及び屋外の可搬型重大事故等対処
設備に対する輻射強度の算出，危険距離
の算出等の評価方針については，「Ｖ－
１－１－１－３－３　外部火災への配慮
が必要な施設の設計方針及び評価方針」
に基づくものとし，離隔距離の確保に関
する評価条件及び評価結果を「Ｖ－１－
１－１－３－４　外部火災防護における
評価結果」に示す。

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

110

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理
区域換気空調設備の給気系への除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置に
より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐
食防止対策又は絶縁性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大
事故等対処設備】
・塩害に対して可搬型重大事故等対処設備は，
「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に
関する説明書」にて設定する影響に対して，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。具体的には，屋内の可搬型重大事故
等対処設備は，換気設備及び非管理区域の換気
空調設備の給気系へ海塩粒子除去の機能を有す
る捕集率85%以上(JIS Z 8901 試験用紛体11種
粒径約2μm)の除塩フィルタ及び粒子フィルタの
設置により，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。また，屋外の可搬型
重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等によ
る腐食防止対策又は絶縁性の維持対策により，
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【2.4 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事
故等対処設備】
・塩害に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ
－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説
明書」にて設定する影響に対して，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。具体的
には，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，換気設
備及び非管理区域の換気空調設備の給気系への除塩
フィルタ及び粒子フィルタの設置により，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外施
設の塗装等による腐食防止対策又は絶縁性の維持対
策により，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可
搬型重大事故等対処設備】
・塩害に対して可搬型重大事故等対処
設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然
現象等への配慮に関する説明書」にて
設定する影響に対して，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計
とする。具体的には，屋内の可搬型重
大事故等対処設備は，換気設備及び非
管理区域の換気空調設備の給気系へ海
塩粒子除去の機能を有する捕集率85%以
上(JIS Z 8901 試験用紛体11種 粒径約
2μm)の除塩フィルタ及び粒子フィルタ
の設置により，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
また，屋外の可搬型重大事故等対処設
備は，屋外施設の塗装等による腐食防
止対策又は絶縁性の維持対策により，
重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。
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　敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の可搬型重大事故等対
処設備は，機能を損なわない高さへの設置，被液防護を行うことによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

Ⅴ-1-1-4-2 -1　重大事故等対処設備の設計方針 〇 基本方針 -

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備
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電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時におい
ても電磁波により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

〇 基本方針 -

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備
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　周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等対処設備は，内部発
生飛散物に対して当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛
散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管することにより重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

〇 基本方針 -

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備
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　可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施
設における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受けない設計と
する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

〇 基本方針 -

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備
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(2)　重大事故等対処設備の設置場所
　重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合におい
ても操作及び復旧作業に支障がないように，線量率の高くなるおそれの
少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設
備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若
しくは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊
急時対策所及び再処理施設の中央制御室で操作可能な設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（重大事故等対処設備）

基本方針（環境条件等
（重大事故等対処設備の
設置場所））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(4) 重大事故等対処設備の設置場所

【4. 環境条件等  (4) 重大事故等対処設備の設
置場所】
重大事故等対処設備は，想定される重大事故等
が発生した場合においても操作及び復旧作業に
支障がないように，線量率の高くなるおそれの
少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮
蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可
能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画
若しくは離れた場所から遠隔で操作可能な設
計，又は遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再
処理施設の中央制御室で操作可能な設計とす
る。

〇 基本方針 -

2.4 環境条件等
(4) 重大事故等対処設備の設置場
所

【2.4 環境条件等  (4) 重大事故等対処設備の設置
場所】
重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発
生した場合においても操作及び復旧作業に支障がな
いように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の
選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により
当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影
響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠
隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊急時
対策所及び再処理施設の中央制御室で操作可能な設
計とする。 〇 - 基本方針（重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(4) 重大事故等対処設備の設置場
所

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等  (4) 重大事故等対処
設備の設置場所】
重大事故等対処設備は，想定される重
大事故等が発生した場合においても操
作及び復旧作業に支障がないように，
線量率の高くなるおそれの少ない場所
の選定，当該設備の設置場所への遮蔽
の設置等により当該設備の設置場所で
操作可能な設計，放射線の影響を受け
ない異なる区画若しくは離れた場所か
ら遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設
備を有する緊急時対策所及び再処理施
設の中央制御室で操作可能な設計とす
る。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可
搬型重大事故等対処設備】
・敷地内における化学物質の漏えいに
対して可搬型重大事故等対処設備は，
再処理事業所内で運搬する硝酸及び液
体二酸化窒素の屋外での運搬又は受入
れ時の漏えいに対して，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計
とする。具体的には，屋内の可搬型重
大事故等対処設備は，外部からの損傷
を防止できる建屋等内に保管すること
により，重大事故等への対処に必要な
機能を損なうおそれがない設計とす
る。また，屋外の可搬型重大事故等対
処設備は，機能を損なわない高さへの
設置，被液防護を行うことにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。
・電磁的障害に対して可搬型重大事故
等対処設備は，電磁波の影響に対して
重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。
具体的には，電磁的障害に対して重大
事故等への対処に必要な機能を維持す
るために必要な計測制御系は日本産業
規格に基づきノイズ対策を行うととも
に，電気的及び物理的な独立性を持た
せることにより，重大事故等時に必要
な機能を損なわない設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可
搬型重大事故等対処設備】
・周辺機器等からの影響について可搬
型重大事故等対処設備は，内部発生飛
散物に対して当該設備周辺機器の回転
機器の回転羽の損壊による飛散物の影
響を考慮し，影響を受けない位置へ保
管することにより重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とす
る。また，重量物の落下による飛散物
の影響を考慮し，影響を受けない位置
へ保管することにより重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計と
する。
具体的には，可搬型重大事故等対処設
備と同室に設置する回転機器は，回転
機器の異常により回転速度が上昇する
ことによる回転羽根の損壊を考慮し
て，「Ｖ－１－１－４－１　安全機能
を有する施設が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の
「５．３　内部発生飛散物の発生防止
対策」の「５．３．２　回転機器の損
壊による飛散物」に基づく設計とす
る。また，可搬型重大事故等対処設備
と同室にあるクレーンその他の搬送機
器は，運転時において重量物をつり上
げて搬送するクレーンその他の搬送機
器からのつり荷の落下及び逸走による
クレーンその他の搬送機器の落下を考
慮して，「Ｖ－１－１－４－１　安全
機能を有する施設が使用される条件の
下における健全性に関する説明書」の
「５．３　内部発生飛散物の発生防止
対策」の「５．３．１　重量物の落下
による飛散物」に基づく設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，同時
に発生する可能性のある再処理施設に
おける重大事故等による建屋外の環境
条件の影響を受けない設計とする。

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大
事故等対処設備】
・周辺機器等からの影響について可搬型重大事
故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該
設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による
飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ
保管することにより重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。また，重量物
の落下による飛散物の影響を考慮し，影響を受
けない位置へ保管することにより重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，可搬型重大事故等対処設備と同室
に設置する回転機器は，回転機器の異常により
回転速度が上昇することによる回転羽根の損壊
を考慮して，「Ｖ－１－１－４－１　安全機能
を有する施設が使用される条件の下における健
全性に関する説明書」の「５．３　内部発生飛
散物の発生防止対策」の「５．３．２　回転機
器の損壊による飛散物」に基づく設計とする。
また，可搬型重大事故等対処設備と同室にある
クレーンその他の搬送機器は，運転時において
重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の
搬送機器からのつり荷の落下及び逸走によるク
レーンその他の搬送機器の落下を考慮して，
「Ｖ－１－１－４－１　安全機能を有する施設
が使用される条件の下における健全性に関する
説明書」の「５．３　内部発生飛散物の発生防
止対策」の「５．３．１　重量物の落下による
飛散物」に基づく設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生す
る可能性のある再処理施設における重大事故等
による建屋外の環境条件の影響を受けない設計
とする。

【2.4 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事
故等対処設備】
・周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等
対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設備周辺
機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響
を考慮し，影響を受けない位置へ保管することによ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。また，重量物の落下による飛散物の影響
を考慮し，影響を受けない位置へ保管することによ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。
具体的には，可搬型重大事故等対処設備と同室に設
置する回転機器は，回転機器の異常により回転速度
が上昇することによる回転羽根の損壊を考慮して，
「１．５．３　内部発生飛散物の発生防止対策」の
「１．５．３．２　回転機器の損壊による飛散物」
に基づく設計とする。また，可搬型重大事故等対処
設備と同室にあるクレーンその他の搬送機器は，運
転時において重量物をつり上げて搬送するクレーン
その他の搬送機器からのつり荷の落下及び逸走によ
るクレーンその他の搬送機器の落下を考慮して，
「１．５．３　内部発生飛散物の発生防止対策」の
「１．５．３．１　重量物の落下による飛散物」に
基づく設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可
能性のある再処理施設における重大事故等による建
屋外の環境条件の影響を受けない設計とする。

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大
事故等対処設備】
・敷地内における化学物質の漏えいに対して可
搬型重大事故等対処設備は，再処理事業所内で
運搬する硝酸及び液体二酸化窒素の屋外での運
搬又は受入れ時の漏えいに対して，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処
設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内
に保管することにより，重大事故等への対処に
必要な機能を損なうおそれがない設計とする。
また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，機
能を損なわない高さへの設置，被液防護を行う
ことにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。
・電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設
備は，電磁波の影響に対して重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，電磁的障害に対して重大事故等へ
の対処に必要な機能を維持するために必要な計
測制御系は日本産業規格に基づきノイズ対策を
行うとともに，電気的及び物理的な独立性を持
たせることにより，重大事故等時に必要な機能
を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.4 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【2.4 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事
故等対処設備】
・敷地内における化学物質の漏えいに対して可搬型
重大事故等対処設備は，再処理事業所内で運搬する
硝酸及び液体二酸化窒素の屋外での運搬又は受入れ
時の漏えいに対して，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。具体的には，屋内の
可搬型重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防
止できる建屋等内に保管することにより，重大事故
等への対処に必要な機能を損なうおそれがない設計
とする。また，屋外の可搬型重大事故等対処設備
は，機能を損なわない高さへの設置，被液防護を行
うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。
・電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備
は，電磁波の影響に対して重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，電磁的障害に対して重大事故等への対
処に必要な機能を維持するために必要な計測制御系
は日本産業規格に基づきノイズ対策を行うととも
に，電気的及び物理的な独立性を持たせることによ
り，重大事故等時に必要な機能を損なわない設計と
する。

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

110

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理
区域換気空調設備の給気系への除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置に
より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐
食防止対策又は絶縁性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

111

　敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の可搬型重大事故等対
処設備は，機能を損なわない高さへの設置，被液防護を行うことによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

112

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時におい
ても電磁波により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言

113

　周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等対処設備は，内部発
生飛散物に対して当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛
散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管することにより重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

114

　可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施
設における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受けない設計と
する。

冒頭宣言

115

(2)　重大事故等対処設備の設置場所
　重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合におい
ても操作及び復旧作業に支障がないように，線量率の高くなるおそれの
少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設
備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若
しくは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊
急時対策所及び再処理施設の中央制御室で操作可能な設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

・塩害に対して可搬型重大事故等対処設
備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象
等への配慮に関する説明書」にて設定す
る影響に対して，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。具
体的には，屋内の可搬型重大事故等対処
設備は，換気設備及び非管理区域の換気
空調設備の給気系へ海塩粒子除去の機能
を有する捕集率85%以上(JIS Z 8901 試
験用紛体11種 粒径約2μm)の除塩フィル
タ及び粒子フィルタの設置により，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。また，屋外の可搬型重大
事故等対処設備は，屋外施設の塗装等に
よる腐食防止対策又は絶縁性の維持対策
により，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

第3回申請と同一

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬
型重大事故等対処設備】
・周辺機器等からの影響について可搬型
重大事故等対処設備は，内部発生飛散物
に対して当該設備周辺機器の回転機器の
回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮
し，影響を受けない位置へ保管すること
により重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。また，重量物
の落下による飛散物の影響を考慮し，影
響を受けない位置へ保管することにより
重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。
具体的には，可搬型重大事故等対処設備
と同室に設置する回転機器は，回転機器
の異常により回転速度が上昇することに
よる回転羽根の損壊を考慮して，「Ｖ－
１－１－４－１　安全機能を有する施設
が使用される条件の下における健全性に
関する説明書」の「５．３　内部発生飛
散物の発生防止対策」の「５．３．２
回転機器の損壊による飛散物」に基づく
設計とする。また，可搬型重大事故等対
処設備と同室にあるクレーンその他の搬
送機器は，運転時において重量物をつり
上げて搬送するクレーンその他の搬送機
器からのつり荷の落下及び逸走によるク
レーンその他の搬送機器の落下を考慮し
て，「Ｖ－１－１－４－１　安全機能を
有する施設が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書」の「５．３
内部発生飛散物の発生防止対策」の
「５．３．１　重量物の落下による飛散
物」に基づく設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，同時に
発生する可能性のある再処理施設におけ
る重大事故等による建屋外の環境条件の
影響を受けない設計とする。

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬
型重大事故等対処設備】
・敷地内における化学物質の漏えいに対
して可搬型重大事故等対処設備は，再処
理事業所内で運搬する硝酸及び液体二酸
化窒素の屋外での運搬又は受入れ時の漏
えいに対して，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。具体
的には，屋内の可搬型重大事故等対処設
備は，外部からの損傷を防止できる建屋
等内に保管することにより，重大事故等
への対処に必要な機能を損なうおそれが
ない設計とする。また，屋外の可搬型重
大事故等対処設備は，機能を損なわない
高さへの設置，被液防護を行うことによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。
・電磁的障害に対して可搬型重大事故等
対処設備は，電磁波の影響に対して重大
事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
具体的には，電磁的障害に対して重大事
故等への対処に必要な機能を維持するた
めに必要な計測制御系は日本産業規格に
基づきノイズ対策を行うとともに，電気
的及び物理的な独立性を持たせることに
より，重大事故等時に必要な機能を損な
わない設計とする。

第3回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

116

(3)　可搬型重大事故等対処設備の設置場所
　可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合
においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高
くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の
設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有する
緊急時対策所及び再処理施設の中央制御室で操作可能な設計により，当
該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備の設置場所））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

4. 環境条件等
(5)　可搬型重大事故等対処設備の設置場所

【4. 環境条件等  (5)　可搬型重大事故等対処
設備の設置場所】
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大
事故等が発生した場合においても設置及び常設
設備との接続に支障がないように，線量率の高
くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設
備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備
の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有す
る緊急時対策所及び再処理施設の中央制御室で
操作可能な設計により，当該設備の設置及び常
設設備との接続が可能な設計とする。 〇 基本方針 -

2.4 環境条件等
(5)　可搬型重大事故等対処設備
の設置場所

【2.4 環境条件等 (5)　可搬型重大事故等対処設備
の設置場所】
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故
等が発生した場合においても設置及び常設設備との
接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれ
の少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への
遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能
な設計，遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理
施設の中央制御室で操作可能な設計により，当該設
備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす
る。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(5)　可搬型重大事故等対処設備
の設置場所

第1回申請と同一(記載の適正化)
【4. 環境条件等  (5)　可搬型重大事
故等対処設備の設置場所】
可搬型重大事故等対処設備は，想定さ
れる重大事故等が発生した場合におい
ても設置及び常設設備との接続に支障
がないように，線量率の高くなるおそ
れの少ない設置場所の選定，当該設備
の設置場所への遮蔽の設置等により当
該設備の設置場所で操作可能な設計，
遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再
処理施設の中央制御室で操作可能な設
計により，当該設備の設置及び常設設
備との接続が可能な設計とする。

117

8.2.5   操作性及び試験・検査性
(1)  操作性の確保
　重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教育により，想定され
る重大事故等が発生した場合においても，確実に操作でき，事業変更許
可申請書「六　加工施設において核燃料物質が臨界状態になることその
他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設
及び体制の整備に関する事項」ロで考慮した要員数と想定時間内で，ア
クセスルートの確保を含め重大事故等に対処できる設計とする。これら
の運用に係る体制，管理等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
運用要求

基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（操作性の確
保）

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5. 操作性及び試験・検査性

【5. 操作性及び試験・検査性】
重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・
教育により，想定される重大事故等が発生した
場合においても，確実に操作でき，事業変更許
可申請書「六　加工施設において核燃料物質が
臨界状態になることその他の事故が発生した場
合における当該事故に対処するために必要な施
設及び体制の整備に関する事項」ロで考慮した
要員数と想定時間内で，アクセスルートの確保
を含め重大事故等に対処できる設計とする。こ
れらの運用に係る体制，管理等については，保
安規定に定めて，管理する。

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.5 操作性及び試験・検査性

【2.5 操作性及び試験・検査性】
重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教育
により，想定される重大事故等が発生した場合にお
いても，確実に操作でき，事業変更許可申請書「六
加工施設において核燃料物質が臨界状態になること
その他の事故が発生した場合における当該事故に対
処するために必要な施設及び体制の整備に関する事
項」ロで考慮した要員数と想定時間内で，アクセス
ルートの確保を含め重大事故等に対処できる設計と
する。これらの運用に係る体制，管理等について
は，保安規定に定めて，管理する。

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性

第1回申請と同一(記載の適正化)
【5. 操作性及び試験・検査性】
重大事故等対処設備は，手順書の整
備，訓練・教育により，想定される重
大事故等が発生した場合においても，
確実に操作でき，事業変更許可申請書
「六　加工施設において核燃料物質が
臨界状態になることその他の事故が発
生した場合における当該事故に対処す
るために必要な施設及び体制の整備に
関する事項」ロで考慮した要員数と想
定時間内で，アクセスルートの確保を
含め重大事故等に対処できる設計とす
る。これらの運用に係る体制，管理等
については，保安規定に定めて，管理
する。

118

ａ．操作の確実性
　重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合におい
ても操作を確実なものとするため，重大事故等における条件を考慮し，
操作する場所において操作が可能な設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（重大事故等対処設備）

基本方針（操作性の確
保）

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（重大事故等対処設備） -

119

　操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確
実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防護
具，可搬型照明は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備すること
を保安規定に定めて，管理する。

運用要求
基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（操作性の確
保）

〇 基本方針 - 〇 - 施設共通　基本設計方針 -

120

　現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具
又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とする。工具は，作
業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。可搬
型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は車両
等による運搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウト
リガの張出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。

機能要求①
運用要求

基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（操作性の確
保）

〇 基本方針 - 〇 - 施設共通　基本設計方針 -

121

　現場の操作スイッチは，非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計
とする。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電
部への近接防止を考慮した設計とする。

機能要求①
基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（操作性の確
保）

〇 基本方針 - 〇 - 施設共通　基本設計方針 -

122

　現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作が可能な設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（重大事故等対処設備）

基本方針（操作性の確
保）

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（重大事故等対処設備） -

123
　現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便
な接続方式等，接続方式を統一することにより，速やかに，容易かつ確
実に接続が可能な設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（重大事故等対処設備）

基本方針（操作性の確
保）

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（重大事故等対処設備） -

124
　現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識別表
示を設置する設計とする。

運用要求
基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（操作性の確
保）

〇 基本方針 - 〇 - 施設共通　基本設計方針 -

125

　また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，
必要な時間内に操作できるように中央監視室での操作が可能な設計とす
る。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計と
する。

運用要求
基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（操作性の確
保）

〇 基本方針 - 〇 - 施設共通　基本設計方針 -

126
　想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動
的機器は，その作動状態の確認が可能な設計とする。

機能要求①
基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（操作性の確
保）

〇 基本方針 - 〇 - 施設共通　基本設計方針 -

127

ｂ．系統の切替性
　重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機能を有する施設として
の用途等）以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備
は，通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統
に必要な弁等を設ける設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（重大事故等対処設備）

基本方針（操作性の確
保）

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.5 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機能を
有する施設としての用途等）以外の用途として重大
事故等に対処するために使用する設備は，通常時に
使用する系統から速やかに切替操作が可能なよう
に，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 〇 - 基本方針（重大事故等対処設備） -

第1回申請と同一(記載の適正化)
【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操
作性の確保】
重大事故等対処設備のうち本来の用途
（安全機能を有する施設としての用途
等）以外の用途として重大事故等に対
処するために使用する設備は，通常時
に使用する系統から速やかに切替操作
が可能なように，系統に必要な弁等を
設ける設計とする。

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・重大事故等対処設備は，想定される重大事故
等が発生した場合においても操作を確実なもの
とするため，重大事故等における条件を考慮
し，操作する場所において操作が可能な設計と
する。
・操作する全ての設備に対し，十分な操作空間
を確保するとともに，確実な操作ができるよ
う，必要に応じて操作足場を設置する。また，
防護具，可搬型照明は重大事故等時に迅速に使
用できる場所に配備することを保安規定に定め
て，管理する。
・現場操作において工具を必要とする場合は，
一般的に用いられる工具又は専用の工具を用い
て，確実に作業ができる設計とする。工具は，
作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保
管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設
備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は
車両等による運搬，移動ができるとともに，必
要により設置場所にてアウトリガの張出し又は
輪留めによる固定等が可能な設計とする。
・現場の操作スイッチは，非常時対策組織要員
の操作性を考慮した設計とする。また，電源操
作が必要な設備は，感電防止のため露出した充
電部への近接防止を考慮した設計とする。
・現場において人力で操作を行う弁等は，手動
操作が可能な設計とする。
・現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フ
ランジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方
式を統一することにより，速やかに，容易かつ
確実に接続が可能な設計とする。
・現場操作における誤操作防止のために重大事
故等対処設備には識別表示を設置する設計とす
る。
・また，重大事故等に対処するために迅速な操
作を必要とする機器は，必要な時間内に操作で
きるように中央監視室での操作が可能な設計と
する。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員
の操作性を考慮した設計とする。
・想定される重大事故等において操作する重大
事故等対処設備のうち動的機器は，その作動状
態の確認が可能な設計とする。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.5 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が
発生した場合においても操作を確実なものとするた
め，重大事故等における条件を考慮し，操作する場
所において操作が可能な設計とする。
・操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確
保するとともに，確実な操作ができるよう，必要に
応じて操作足場を設置する。また，防護具，可搬型
照明は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
することを保安規定に定めて，管理する。
・現場操作において工具を必要とする場合は，一般
的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実
に作業ができる設計とする。工具は，作業場所の近
傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とす
る。可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実
に行えるよう，人力又は車両等による運搬，移動が
できるとともに，必要により設置場所にてアウトリ
ガの張出し又は輪留めによる固定等が可能な設計と
する。
・現場の操作スイッチは，非常時対策組織要員の操
作性を考慮した設計とする。また，電源操作が必要
な設備は，感電防止のため露出した充電部への近接
防止を考慮した設計とする。
・現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作
が可能な設計とする。
・現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フラン
ジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方式を統一
することにより，速やかに，容易かつ確実に接続が
可能な設計とする。
・現場操作における誤操作防止のために重大事故等
対処設備には識別表示を設置する設計とする。
・また，重大事故等に対処するために迅速な操作を
必要とする機器は，必要な時間内に操作できるよう
に中央監視室での操作が可能な設計とする。制御盤
の操作器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮し
た設計とする。
・想定される重大事故等において操作する重大事故
等対処設備のうち動的機器は，その作動状態の確認
が可能な設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操
作性の確保】
・重大事故等対処設備は，想定される
重大事故等が発生した場合においても
操作を確実なものとするため，重大事
故等における条件を考慮し，操作する
場所において操作が可能な設計とす
る。
・操作する全ての設備に対し，十分な
操作空間を確保するとともに，確実な
操作ができるよう，必要に応じて操作
足場を設置する。また，防護具，可搬
型照明は重大事故等時に迅速に使用で
きる場所に配備することを保安規定に
定めて，管理する。
・現場操作において工具を必要とする
場合は，一般的に用いられる工具又は
専用の工具を用いて，確実に作業がで
きる設計とする。工具は，作業場所の
近傍又はアクセスルートの近傍に保管
できる設計とする。可搬型重大事故等
対処設備は運搬・設置が確実に行える
よう，人力又は車両等による運搬，移
動ができるとともに，必要により設置
場所にてアウトリガの張出し又は輪留
めによる固定等が可能な設計とする。
・現場の操作スイッチは，非常時対策
組織要員の操作性を考慮した設計とす
る。また，電源操作が必要な設備は，
感電防止のため露出した充電部への近
接防止を考慮した設計とする。
・現場において人力で操作を行う弁等
は，手動操作が可能な設計とする。
・現場での接続操作は，ボルト・ネジ
接続，フランジ接続又はより簡便な接
続方式等，接続方式を統一することに
より，速やかに，容易かつ確実に接続
が可能な設計とする。
・現場操作における誤操作防止のため
に重大事故等対処設備には識別表示を
設置する設計とする。
・また，重大事故等に対処するために
迅速な操作を必要とする機器は，必要
な時間内に操作できるように中央監視
室での操作が可能な設計とする。制御
盤の操作器具は非常時対策組織要員の
操作性を考慮した設計とする。
・想定される重大事故等において操作
する重大事故等対処設備のうち動的機
器は，その作動状態の確認が可能な設
計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

116

(3)　可搬型重大事故等対処設備の設置場所
　可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合
においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高
くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の
設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有する
緊急時対策所及び再処理施設の中央制御室で操作可能な設計により，当
該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とする。

冒頭宣言

117

8.2.5   操作性及び試験・検査性
(1)  操作性の確保
　重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教育により，想定され
る重大事故等が発生した場合においても，確実に操作でき，事業変更許
可申請書「六　加工施設において核燃料物質が臨界状態になることその
他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設
及び体制の整備に関する事項」ロで考慮した要員数と想定時間内で，ア
クセスルートの確保を含め重大事故等に対処できる設計とする。これら
の運用に係る体制，管理等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
運用要求

118

ａ．操作の確実性
　重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合におい
ても操作を確実なものとするため，重大事故等における条件を考慮し，
操作する場所において操作が可能な設計とする。

冒頭宣言

119

　操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確
実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防護
具，可搬型照明は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備すること
を保安規定に定めて，管理する。

運用要求

120

　現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具
又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とする。工具は，作
業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。可搬
型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は車両
等による運搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウト
リガの張出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。

機能要求①
運用要求

121

　現場の操作スイッチは，非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計
とする。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電
部への近接防止を考慮した設計とする。

機能要求①

122

　現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作が可能な設計とす
る。

冒頭宣言

123
　現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便
な接続方式等，接続方式を統一することにより，速やかに，容易かつ確
実に接続が可能な設計とする。

冒頭宣言

124
　現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識別表
示を設置する設計とする。

運用要求

125

　また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，
必要な時間内に操作できるように中央監視室での操作が可能な設計とす
る。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計と
する。

運用要求

126
　想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動
的機器は，その作動状態の確認が可能な設計とする。

機能要求①

127

ｂ．系統の切替性
　重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機能を有する施設として
の用途等）以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備
は，通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統
に必要な弁等を設ける設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

4. 環境条件等
(5)　可搬型重大事故等対処設備
の設置場所

【4. 環境条件等  (5)　可搬型重大事故
等対処設備の設置場所】
可搬型重大事故等対処設備は，想定され
る重大事故等が発生した場合においても
設置及び常設設備との接続に支障がない
ように，線量率の高くなるおそれの少な
い設置場所の選定，当該設備の設置場所
への遮蔽の設置等により当該設備の設置
場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有す
る緊急時対策所及び再処理施設の中央制
御室で操作可能な設計により，当該設備
の設置及び常設設備との接続が可能な設
計とする。

- - - - - -

- - - - - -

第3回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

128

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性
　可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容
易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができ
るよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式を用いる
設計とし，ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度等の特
性に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。
また，同一ポンプを接続するホースは，流量に応じて口径を統一するこ
と等により，複数の系統での接続方式を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（操作性の確
保）

〇 基本方針 -

129

ｄ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保
　想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対
処設備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は他
の設備の被害状況を把握するため，再処理事業所内の屋外道路及び屋内
通路をアクセスルートとして確保できるよう，アクセスルートは以下の
設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（アクセスルート）

基本方針（アクセスルー
トの確保）

〇 基本方針 -

130

　アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含め，自然現象，
人為事象，溢水，火災を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことの
ないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（アクセスルート）

基本方針（アクセスルー
トの確保）

〇 基本方針 -

131

　アクセスルートに対する自然現象については，重大事故等時における
敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象
進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルートに影
響を与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷地に遡上する津波
を含む。），洪水，風(台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の
影響，生物学的事象及び森林火災を選定する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（アクセスルート）

基本方針（アクセスルー
トの確保）

〇 基本方針 -

132

　アクセスルートに対する人為事象については，重大事故等時における
敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象
進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルートに影
響を与えるおそれのある事象として選定する航空機落下，敷地内におけ
る化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩
壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに
対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（アクセスルート）

基本方針（アクセスルー
トの確保）

〇 基本方針 -

133

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突については立地的要因により設
計上考慮する必要はない。落雷及び電磁的障害に対しては，道路面が直
接影響を受けることはないことからアクセスルートへの影響はない。生
物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスルートへの影
響はない。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（アクセスルート）

基本方針（アクセスルー
トの確保）

〇 基本方針 -

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操
作性の確保】
・可搬型重大事故等対処設備を常設設
備と接続するものについては，容易か
つ確実に接続でき，かつ，複数の系統
が相互に使用することができるよう，
ケーブルはボルト・ネジ接続又はより
簡便な接続方式を用いる設計とし，ダ
クト・ホースは口径並びに内部流体の
圧力及び温度等の特性に応じたフラン
ジ接続又はより簡便な接続方式を用い
る設計とする。また，同一ポンプを接
続するホースは，流量に応じて口径を
統一すること等により，複数の系統で
の接続方式を考慮した設計とする。
・想定される重大事故等が発生した場
合において，可搬型重大事故等対処設
備の保管場所から設置場所への運搬及
び接続場所への敷設，又は他の設備の
被害状況を把握するため，再処理事業
所内の屋外道路及び屋内通路をアクセ
スルートとして確保するとともに，ア
クセスルートは以下の設計とする。
・アクセスルートは，環境条件として
考慮した事象を含めて自然現象，人為
事象，溢水，火災を考慮しても，運
搬，移動に支障をきたすことのないよ
う，迂回路も考慮して複数確保する設
計とする。
・アクセスルートに対する自然現象に
ついては，重大事故等時における敷地
及びその周辺での発生の可能性，アク
セスルートへの影響度，事象進展速度
や事象進展に対する時間余裕の観点か
ら，アクセスルートに影響を与えるお
それがある事象として，地震，津波
（敷地に遡上する津波を含む。），洪
水，風(台風），竜巻，凍結，降水，積
雪，落雷，火山の影響，生物学的事象
及び森林火災を選定する。
・アクセスルートに対する人為事象に
ついては，重大事故等時における敷地
及びその周辺での発生の可能性，アク
セスルートへの影響度，事象進展速度
や事象進展に対する時間余裕の観点か
ら，アクセスルートに影響を与えるお
それのある事象として選定する航空機
落下，敷地内における化学物質の漏え
い，電磁的障害，近隣工場等の火災，
爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故
意による大型航空機の衝突その他のテ
ロリズムに対して，迂回路も考慮した
複数のアクセスルートを確保する設計
とする。
・なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の
衝突については立地的要因により設計
上考慮する必要はない。落雷及び電磁
的障害に対しては，道路面が直接影響
を受けることはないことからアクセス
ルートへの影響はない。生物学的事象
に対しては，容易に排除可能なため，
アクセスルートへの影響はない。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続
するものについては，容易かつ確実に接続で
き，かつ，複数の系統が相互に使用することが
できるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又は
より簡便な接続方式を用いる設計とし，ダク
ト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温
度等の特性に応じたフランジ接続又はより簡便
な接続方式を用いる設計とする。また，同一ポ
ンプを接続するホースは，流量に応じて口径を
統一すること等により，複数の系統での接続方
式を考慮した設計とする。
・想定される重大事故等が発生した場合におい
て，可搬型重大事故等対処設備の保管場所から
設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は
他の設備の被害状況を把握するため，再処理事
業所内の屋外道路及び屋内通路をアクセスルー
トとして確保するとともに，アクセスルートは
以下の設計とする。
・アクセスルートは，環境条件として考慮した
事象を含めて自然現象，人為事象，溢水，火災
を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすこと
のないよう，迂回路も考慮して複数確保する設
計とする。
・アクセスルートに対する自然現象について
は，重大事故等時における敷地及びその周辺で
の発生の可能性，アクセスルートへの影響度，
事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観
点から，アクセスルートに影響を与えるおそれ
がある事象として，地震，津波（敷地に遡上す
る津波を含む。），洪水，風(台風），竜巻，凍
結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的
事象及び森林火災を選定する。
・アクセスルートに対する人為事象について
は，重大事故等時における敷地及びその周辺で
の発生の可能性，アクセスルートへの影響度，
事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観
点から，アクセスルートに影響を与えるおそれ
のある事象として選定する航空機落下，敷地内
における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣
工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突
及び故意による大型航空機の衝突その他のテロ
リズムに対して，迂回路も考慮した複数のアク
セスルートを確保する設計とする。
・なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突につ
いては立地的要因により設計上考慮する必要は
ない。落雷及び電磁的障害に対しては，道路面
が直接影響を受けることはないことからアクセ
スルートへの影響はない。生物学的事象に対し
ては，容易に排除可能なため，アクセスルート
への影響はない。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.5 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続する
ものについては，容易かつ確実に接続でき，かつ，
複数の系統が相互に使用することができるよう，
ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方
式を用いる設計とし，ダクト・ホースは口径並びに
内部流体の圧力及び温度等の特性に応じたフランジ
接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。
また，同一ポンプを接続するホースは，流量に応じ
て口径を統一すること等により，複数の系統での接
続方式を考慮した設計とする。
・想定される重大事故等が発生した場合において，
可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所
への運搬及び接続場所への敷設，又は他の設備の被
害状況を把握するため，再処理事業所内の屋外道路
及び屋内通路をアクセスルートとして確保するとと
もに，アクセスルートは以下の設計とする。
・アクセスルートは，環境条件として考慮した事象
を含めて自然現象，人為事象，溢水，火災を考慮し
ても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，
迂回路も考慮して複数確保する設計とする。
・アクセスルートに対する自然現象については，重
大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可
能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や
事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセス
ルートに影響を与えるおそれがある事象として，地
震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），洪水，
風(台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山
の影響，生物学的事象及び森林火災を選定する。
・アクセスルートに対する人為事象については，重
大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可
能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や
事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセス
ルートに影響を与えるおそれのある事象として選定
する航空機落下，敷地内における化学物質の漏え
い，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの
崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複
数のアクセスルートを確保する設計とする。
・なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突について
は立地的要因により設計上考慮する必要はない。落
雷及び電磁的障害に対しては，道路面が直接影響を
受けることはないことからアクセスルートへの影響
はない。生物学的事象に対しては，容易に排除可能
なため，アクセスルートへの影響はない。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

128

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性
　可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容
易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができ
るよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式を用いる
設計とし，ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度等の特
性に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。
また，同一ポンプを接続するホースは，流量に応じて口径を統一するこ
と等により，複数の系統での接続方式を考慮した設計とする。

冒頭宣言

129

ｄ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保
　想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対
処設備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は他
の設備の被害状況を把握するため，再処理事業所内の屋外道路及び屋内
通路をアクセスルートとして確保できるよう，アクセスルートは以下の
設計とする。

冒頭宣言

130

　アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含め，自然現象，
人為事象，溢水，火災を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことの
ないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する設計とす
る。

冒頭宣言

131

　アクセスルートに対する自然現象については，重大事故等時における
敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象
進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルートに影
響を与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷地に遡上する津波
を含む。），洪水，風(台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の
影響，生物学的事象及び森林火災を選定する。

冒頭宣言

132

　アクセスルートに対する人為事象については，重大事故等時における
敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象
進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセスルートに影
響を与えるおそれのある事象として選定する航空機落下，敷地内におけ
る化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩
壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに
対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とす
る。

冒頭宣言

133

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突については立地的要因により設
計上考慮する必要はない。落雷及び電磁的障害に対しては，道路面が直
接影響を受けることはないことからアクセスルートへの影響はない。生
物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスルートへの影
響はない。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 - 基本方針（アクセスルート） -

〇 - 基本方針（アクセスルート） -

〇 - 基本方針（アクセスルート） -

〇 - 基本方針（アクセスルート） -

〇 - 基本方針（アクセスルート） -

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作
性の確保】
・可搬型重大事故等対処設備を常設設備
と接続するものについては，容易かつ確
実に接続でき，かつ，複数の系統が相互
に使用することができるよう，ケーブル
はボルト・ネジ接続又はより簡便な接続
方式を用いる設計とし，ダクト・ホース
は口径並びに内部流体の圧力及び温度等
の特性に応じたフランジ接続又はより簡
便な接続方式を用いる設計とする。ま
た，同一ポンプを接続するホースは，流
量に応じて口径を統一すること等によ
り，複数の系統での接続方式を考慮した
設計とする。
・想定される重大事故等が発生した場合
において，可搬型重大事故等対処設備の
保管場所から設置場所への運搬及び接続
場所への敷設，又は他の設備の被害状況
を把握するため，再処理事業所内の屋外
道路及び屋内通路をアクセスルートとし
て確保するとともに，アクセスルートは
以下の設計とする。
・アクセスルートは，環境条件として考
慮した事象を含めて自然現象，人為事
象，溢水，火災を考慮しても，運搬，移
動に支障をきたすことのないよう，迂回
路も考慮して複数確保する設計とする。
・アクセスルートに対する自然現象につ
いては，重大事故等時における敷地及び
その周辺での発生の可能性，アクセス
ルートへの影響度，事象進展速度や事象
進展に対する時間余裕の観点から，アク
セスルートに影響を与えるおそれがある
事象として，地震，津波（敷地に遡上す
る津波を含む。），洪水，風(台風），
竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の
影響，生物学的事象及び森林火災を選定
する。
・アクセスルートに対する人為事象につ
いては，重大事故等時における敷地及び
その周辺での発生の可能性，アクセス
ルートへの影響度，事象進展速度や事象
進展に対する時間余裕の観点から，アク
セスルートに影響を与えるおそれのある
事象として選定する航空機落下，敷地内
における化学物質の漏えい，電磁的障
害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩
壊，船舶の衝突及び故意による大型航空
機の衝突その他のテロリズムに対して，
迂回路も考慮した複数のアクセスルート
を確保する設計とする。
・なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝
突については立地的要因により設計上考
慮する必要はない。落雷及び電磁的障害
に対しては，道路面が直接影響を受ける
ことはないことからアクセスルートへの
影響はない。生物学的事象に対しては，
容易に排除可能なため，アクセスルート
への影響はない。

第3回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

135

　屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び降水
に対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受け
ない箇所に確保する設計とする。

運用要求
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（アクセスルー
トの確保）
評価（アクセスルートの
確保）

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保
管場所及びアクセスルート

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
屋外のアクセスルートは，地震による屋外タン
クからの溢水及び降水に対しては，道路上への
自然流下も考慮した上で，通行への影響を受け
ない箇所に確保する設計とする。

【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の
保管場所及びアクセスルート】
道路上への自然流下に対する評価手法及び評価
結果について説明する。

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.5 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-3　可搬型重大事故等対
処設備の保管場所及びアクセス
ルート

【2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクか
らの溢水及び降水に対しては，道路上への自然流下
も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所に確
保する設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等
対処設備の保管場所及びアクセス
ルート

第1回申請と同一(記載の適正化)
【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操
作性の確保】
屋外のアクセスルートは，地震による
屋外タンクからの溢水及び降水に対し
ては，道路上への自然流下も考慮した
上で，通行への影響を受けない箇所に
確保する設計とする。

【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対
処設備の保管場所及びアクセスルー
ト】
道路上への自然流下に対する評価手法
及び評価結果について説明する。
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屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮する
地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範
囲に到達することを想定した上で，ホイールローダにより崩壊箇所を復
旧する又は迂回路を確保する設計とする。不等沈下等に伴う段差の発生
が想定される箇所においては，段差緩和対策を行う設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（アクセスルー
トの確保）
設計方針（アクセスルー
トの確保）

〇 基本方針 -

137

　屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に
対して，車両はタイヤチェーン等を装着することにより，通行性を確保
できる設計とする。

設置要求
基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（アクセスルー
トの確保）
設計方針（アクセスルー
トの確保）

〇 基本方針 -

138

　屋内のアクセスルートは，「3.1   地震による損傷の防止」の地震を
考慮した建屋等に複数確保する設計とする。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
基本方針（アクセスルート）
施設共通　基本設計方針
燃料加工建屋

基本方針（アクセスルー
トの確保）
評価（アクセスルートの
確保）

〇
基本方針
燃料加工建屋

-

139

屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要因によりアクセスルー
トへの影響はない。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（アクセスルート）

基本方針（アクセスルー
トの確保）

〇 基本方針 -
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　屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する風(台
風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事
象，森林火災，塩害，航空機落下，敷地内における化学物質の漏えい，
近隣工場等の火災，爆発，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部から
の衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。

冒頭宣言
評価要求

基本方針
基本方針（アクセスルート）
施設共通　基本設計方針
燃料加工建屋

基本方針（アクセスルー
トの確保）
評価（アクセスルートの
確保）

〇
基本方針
燃料加工建屋

-
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　再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確保するために，上記の設
計に加え，以下を保安規定に定めて，管理する。
・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又川取水場所Ａ(以下「敷
地外水源」という。)の取水場所及び取水場所への屋外のアクセスルート
に遡上するおそれのある津波に対しては，津波警報の解除後に対応を開
始すること。また，津波警報の発令を確認時にこれらの場所において対
応中の場合に備え，非常時対策組織要員及び可搬型重大事故等対処設備
を一時的に退避すること。

運用要求
基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（アクセスルー
トの確保）

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
　再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確
保するために，上記の設計に加え，以下を保安
規定に定めて，管理する。
・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二
又川取水場所Ａ(以下「敷地外水源」という。)
の取水場所及び取水場所への屋外のアクセス
ルートに遡上するおそれのある津波に対して
は，津波警報の解除後に対応を開始すること。
また，津波警報の発令を確認時にこれらの場所
において対応中の場合に備え，非常時対策組織
要員及び可搬型重大事故等対処設備を一時的に
退避すること。

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.5 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
　再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確保す
るために，上記の設計に加え，以下を保安規定に定
めて，管理する。
・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又川
取水場所Ａ(以下「敷地外水源」という。)の取水場
所及び取水場所への屋外のアクセスルートに遡上す
るおそれのある津波に対しては，津波警報の解除後
に対応を開始すること。また，津波警報の発令を確
認時にこれらの場所において対応中の場合に備え，
非常時対策組織要員及び可搬型重大事故等対処設備
を一時的に退避すること。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

第1回申請と同一(記載の適正化)
【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操
作性の確保】
　再処理事業所内の屋外道路及び屋内
通路を確保するために，上記の設計に
加え，以下を保安規定に定めて，管理
する。
・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所
Ｂ又は二又川取水場所Ａ(以下「敷地外
水源」という。)の取水場所及び取水場
所への屋外のアクセスルートに遡上す
るおそれのある津波に対しては，津波
警報の解除後に対応を開始すること。
また，津波警報の発令を確認時にこれ
らの場所において対応中の場合に備
え，非常時対策組織要員及び可搬型重
大事故等対処設備を一時的に退避する
こと。
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・屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮す
る地震の影響による周辺斜面の崩壊，道路面のすべりによる崩壊土砂及
び不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，ホイール
ローダにより復旧すること。

運用要求
基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（アクセスルー
トの確保）

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・屋外のアクセスルートは，「Ⅲ　耐震性に関
する説明書」にて考慮する地震の影響による周
辺斜面の崩壊，道路面のすべりによる崩壊土砂
及び不等沈下等に伴う段差の発生が想定される
箇所においては，ホイールローダにより復旧す
ること。

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.5 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・屋外のアクセスルートは，「Ⅲ　耐震性に関する
説明書」にて考慮する地震の影響による周辺斜面の
崩壊，道路面のすべりによる崩壊土砂及び不等沈下
等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，
ホイールローダにより復旧すること。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

第1回申請と同一(記載の適正化)
【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操
作性の確保】
・屋外のアクセスルートは，「Ⅲ　耐
震性に関する説明書」にて考慮する地
震の影響による周辺斜面の崩壊，道路
面のすべりによる崩壊土砂及び不等沈
下等に伴う段差の発生が想定される箇
所においては，ホイールローダにより
復旧すること。
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・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に
対して，道路については，融雪剤を配備すること。

運用要求
基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（アクセスルー
トの確保）

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現
象のうち凍結及び積雪に対して，道路について
は，融雪剤を配備すること。

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.5 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象の
うち凍結及び積雪に対して，道路については，融雪
剤を配備すること。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

第1回申請と同一(記載の適正化)
【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操
作性の確保】
・屋外のアクセスルートは，考慮すべ
き自然現象のうち凍結及び積雪に対し
て，道路については，融雪剤を配備す
ること。
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・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品防護具を配備し，必要
に応じて着用すること。

運用要求
基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（アクセスルー
トの確保）

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬
品防護具を配備し，必要に応じて着用するこ
と。

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.5 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品防
護具を配備し，必要に応じて着用すること。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

第1回申請と同一(記載の適正化)
【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操
作性の確保】
・敷地内における化学物質の漏えいに
対して薬品防護具を配備し，必要に応
じて着用すること。

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

第1回申請と同一(記載の適正化)
【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操
作性の確保】
屋外のアクセスルートは，添付書類
「Ⅲ-6　地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震性に関する説明
書」にて考慮する地震の影響(周辺構造
物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路
面のすべり），その他自然現象による
影響(風(台風）及び竜巻による飛来
物，積雪並びに火山の影響）及び人為
事象による影響(航空機落下，爆発）を
想定し，複数のアクセスルートの中か
ら状況を確認し，早急に復旧可能なア
クセスルートを確保するため，障害物
を除去可能なホイールローダを使用す
る。ホイールローダは，必要数として
３台に加え，予備として故障時及び点
検保守による待機除外時のバックアッ
プを４台，合計７台を保有数とし，分
散して保管する設計とする。

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一
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　屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮す
る地震の影響(周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべ
り），その他自然現象による影響(風(台風）及び竜巻による飛来物，積
雪並びに火山の影響）及び人為事象による影響(航空機落下，爆発）を想
定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早急に復旧可能な
アクセスルートを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダを
使用する。ホイールローダは，必要数として３台に加え，予備として故
障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを４台，合計７台を
保有数とし，分散して保管する設計とする。

設置要求
基本方針
ホイールローダ

設計方針（アクセスルー
トの確保）

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
屋外のアクセスルートは，添付書類「Ⅲ-6　地
震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震
性に関する説明書」にて考慮する地震の影響(周
辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面
のすべり），その他自然現象による影響(風(台
風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の
影響）及び人為事象による影響(航空機落下，爆
発）を想定し，複数のアクセスルートの中から
状況を確認し，早急に復旧可能なアクセスルー
トを確保するため，障害物を除去可能なホイー
ルローダを使用する。ホイールローダは，必要
数として３台に加え，予備として故障時及び点
検保守による待機除外時のバックアップを４
台，合計７台を保有数とし，分散して保管する
設計とする。

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.5 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保
管場所及びアクセスルート

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・屋内のアクセスルートは，添付書類「Ⅲ-6
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐
震性に関する説明書」の地震を考慮した建屋等
に複数確保する設計とする。
・屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為
事象として選定する風(台風），竜巻，凍結，高
温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的
事象，森林火災，塩害，航空機落下，敷地内に
おける化学物質の漏えい，近隣工場等の火災，
爆発，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部
からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等
内に確保する設計とする。
・屋内のアクセスルートは，津波に対して立地
的要因によりアクセスルートへの影響はない。

【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の
保管場所及びアクセスルート】
・アクセスルートに想定される地震に対する評
価結果について説明する。
・屋内のアクセスルートに想定される自然現象
及び人為事象に対する評価結果について説明す
る。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.5 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-3　可搬型重大事故等対
処設備の保管場所及びアクセス
ルート

【2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・屋内のアクセスルートは，添付書類「Ⅲ-6　地震
を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関
する説明書」の地震を考慮した建屋等に複数確保す
る設計とする。
・屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象
として選定する風(台風），竜巻，凍結，高温，降
水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林
火災，塩害，航空機落下，敷地内における化学物質
の漏えい，近隣工場等の火災，爆発，有毒ガス及び
電磁的障害に対して，外部からの衝撃による損傷の
防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。
・屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要
因によりアクセスルートへの影響はない。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保
管場所及びアクセスルート

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・屋外のアクセスルートは，「Ⅲ　耐震性に関
する説明書」にて考慮する地震の影響による周
辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が
広範囲に到達することを想定した上で，ホイー
ルローダにより崩壊箇所を復旧する又は迂回路
を確保する設計とする。不等沈下等に伴う段差
の発生が想定される箇所においては，段差緩和
対策を行う設計とする。
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現
象のうち凍結及び積雪に対して，車両はタイヤ
チェーン等を装着することにより，通行性を確
保できる設計とする。

【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の
保管場所及びアクセスルート】
・ホイールローダの復旧による崩壊土砂及び不
等沈下等に対する対処について説明する。
・タイヤチェーンを装着できる車両の設置につ
いて説明する。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.5 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-3　可搬型重大事故等対
処設備の保管場所及びアクセス
ルート

【2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損
傷の防止」にて考慮する地震の影響による周辺斜面
の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到
達することを想定した上で，ホイールローダにより
崩壊箇所を復旧する又は迂回路を確保する設計とす
る。不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所
においては，段差緩和対策を行う設計とする。
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象の
うち凍結及び積雪に対して，車両はタイヤチェーン
等を装着することにより，通行性を確保できる設計
とする。

第1回申請と同一

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操
作性の確保】
・屋外のアクセスルートは，「Ⅲ　耐
震性に関する説明書」にて考慮する地
震の影響による周辺斜面の崩壊及び道
路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到
達することを想定した上で，ホイール
ローダにより崩壊箇所を復旧する又は
迂回路を確保する設計とする。不等沈
下等に伴う段差の発生が想定される箇
所においては，段差緩和対策を行う設
計とする。
・屋外のアクセスルートは，考慮すべ
き自然現象のうち凍結及び積雪に対し
て，車両はタイヤチェーン等を装着す
ることにより，通行性を確保できる設
計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操
作性の確保】
・屋内のアクセスルートは，添付書類
「Ⅲ-6　地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震性に関する説明
書」の地震を考慮した建屋等に複数確
保する設計とする。
・屋内のアクセスルートは，自然現象
及び人為事象として選定する風(台
風），竜巻，凍結，高温，降水，積
雪，落雷，火山の影響，生物学的事
象，森林火災，塩害，航空機落下，敷
地内における化学物質の漏えい，近隣
工場等の火災，爆発，有毒ガス及び電
磁的障害に対して，外部からの衝撃に
よる損傷の防止が図られた建屋等内に
確保する設計とする。
・屋内のアクセスルートは，津波に対
して立地的要因によりアクセスルート
への影響はない。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等
対処設備の保管場所及びアクセス
ルート

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等
対処設備の保管場所及びアクセス
ルート

第1回申請と同一

【2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
屋外のアクセスルートは，添付書類「Ⅲ-6　地震を
要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関す
る説明書」にて考慮する地震の影響(周辺構造物等
の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），そ
の他自然現象による影響(風(台風）及び竜巻による
飛来物，積雪並びに火山の影響）及び人為事象によ
る影響(航空機落下，爆発）を想定し，複数のアク
セスルートの中から状況を確認し，早急に復旧可能
なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可
能なホイールローダを使用する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

135

　屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び降水
に対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受け
ない箇所に確保する設計とする。

運用要求
評価要求

136

屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮する
地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範
囲に到達することを想定した上で，ホイールローダにより崩壊箇所を復
旧する又は迂回路を確保する設計とする。不等沈下等に伴う段差の発生
が想定される箇所においては，段差緩和対策を行う設計とする。

設置要求

137

　屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に
対して，車両はタイヤチェーン等を装着することにより，通行性を確保
できる設計とする。

設置要求

138

　屋内のアクセスルートは，「3.1   地震による損傷の防止」の地震を
考慮した建屋等に複数確保する設計とする。

冒頭宣言
評価要求

139

屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要因によりアクセスルー
トへの影響はない。

冒頭宣言

140

　屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する風(台
風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事
象，森林火災，塩害，航空機落下，敷地内における化学物質の漏えい，
近隣工場等の火災，爆発，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部から
の衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。

冒頭宣言
評価要求

141

　再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確保するために，上記の設
計に加え，以下を保安規定に定めて，管理する。
・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又川取水場所Ａ(以下「敷
地外水源」という。)の取水場所及び取水場所への屋外のアクセスルート
に遡上するおそれのある津波に対しては，津波警報の解除後に対応を開
始すること。また，津波警報の発令を確認時にこれらの場所において対
応中の場合に備え，非常時対策組織要員及び可搬型重大事故等対処設備
を一時的に退避すること。

運用要求

142

・屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮す
る地震の影響による周辺斜面の崩壊，道路面のすべりによる崩壊土砂及
び不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，ホイール
ローダにより復旧すること。

運用要求

143

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に
対して，道路については，融雪剤を配備すること。

運用要求

144

・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品防護具を配備し，必要
に応じて着用すること。

運用要求

134

　屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮す
る地震の影響(周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべ
り），その他自然現象による影響(風(台風）及び竜巻による飛来物，積
雪並びに火山の影響）及び人為事象による影響(航空機落下，爆発）を想
定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早急に復旧可能な
アクセスルートを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダを
使用する。ホイールローダは，必要数として３台に加え，予備として故
障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを４台，合計７台を
保有数とし，分散して保管する設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等
対処設備の保管場所及びアクセス
ルート

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作
性の確保】
屋外のアクセスルートは，地震による屋
外タンクからの溢水及び降水に対して
は，道路上への自然流下も考慮した上
で，通行への影響を受けない箇所に確保
する設計とする。

【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処
設備の保管場所及びアクセスルート】
道路上への自然流下に対する評価手法及
び評価結果について説明する。

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

〇 - 基本方針（アクセスルート） -

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作
性の確保】
敷地外水源の取水場所及び取水場所への
屋外のアクセスルートに遡上するおそれ
のある津波に対しては，津波警報の解除
後に対応を開始する。なお，津波警報の
発令を確認時にこれらの場所において対
応中の場合に備え，非常時対策組織要員
及び可搬型重大事故等対処設備を一時的
に退避することを保安規定に定めて，管
理する。

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作
性の確保】
・屋外のアクセスルートは，「Ⅲ　耐震
性に関する説明書」にて考慮する地震の
影響による周辺斜面の崩壊，道路面のす
べりによる崩壊土砂及び不等沈下等に伴
う段差の発生が想定される箇所において
は，ホイールローダにより復旧するこ
と。

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作
性の確保】
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき
自然現象のうち凍結及び積雪に対して，
道路については，融雪剤を配備するこ
と。

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作
性の確保】
・敷地内における化学物質の漏えいに対
して薬品防護具を配備し，必要に応じて
着用すること。

-

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保】
屋外のアクセスルートは，添付書
類「Ⅲ-6　地震を要因とする重大
事故等に対する施設の耐震性に関
する説明書」にて考慮する地震の
影響(周辺構造物等の損壊，周辺
斜面の崩壊及び道路面のすべ
り），その他自然現象による影響
(風(台風）及び竜巻による飛来
物，積雪並びに火山の影響）及び
人為事象による影響(航空機落
下，爆発）を想定し，複数のアク
セスルートの中から状況を確認
し，早急に復旧可能なアクセス
ルートを確保するため，障害物を
除去可能なホイールローダを使用
する。ホイールローダは，必要数
として３台に加え，予備として故
障時及び点検保守による待機除外
時のバックアップを４台，合計７
台を保有数とし，分散して保管す
る設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等
対処設備の保管場所及びアクセス
ルート

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作
性の確保】
・屋外のアクセスルートは，「Ⅲ　耐震
性に関する説明書」にて考慮する地震の
影響による周辺斜面の崩壊及び道路面の
すべりで崩壊土砂が広範囲に到達するこ
とを想定した上で，ホイールローダによ
り崩壊箇所を復旧する又は迂回路を確保
する設計とする。不等沈下等に伴う段差
の発生が想定される箇所においては，段
差緩和対策を行う設計とする。
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき
自然現象のうち凍結及び積雪に対して，
車両はタイヤチェーン等を装着すること
により，通行性を確保できる設計とす
る。

【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処
設備の保管場所及びアクセスルート】
・ホイールローダの復旧による崩壊土砂
及び不等沈下等に対する対処について説
明する。
・タイヤチェーンを装着できる車両の設
置について説明する。

第3回申請と同一

第3回申請と同一

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等
対処設備の保管場所及びアクセス
ルート

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作
性の確保】
・屋内のアクセスルートは，添付書類
「Ⅲ-6　地震を要因とする重大事故等に
対する施設の耐震性に関する説明書」の
地震を考慮した建屋等に複数確保する設
計とする。
・屋内のアクセスルートは，自然現象及
び人為事象として選定する風(台風），
竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，
火山の影響，生物学的事象，森林火災，
塩害，航空機落下，敷地内における化学
物質の漏えい，近隣工場等の火災，爆
発，有毒ガス及び電磁的障害に対して，
外部からの衝撃による損傷の防止が図ら
れた建屋等内に確保する設計とする。
・屋内のアクセスルートは，津波に対し
て立地的要因によりアクセスルートへの
影響はない。

【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処
設備の保管場所及びアクセスルート】
・アクセスルートに想定される地震に対
する評価結果について説明する。
・屋内のアクセスルートに想定される自
然現象及び人為事象に対する評価結果に
ついて説明する。

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第1回申請と同一 〇 - ホイールローダ

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

145

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為事象のうち森
林火災及び近隣工場等の火災に対しては，消防車による初期消火活動を
行うこと。
・屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水を考慮し，防護具
を配備し，必要に応じて着用すること。また，地震時に通行が阻害され
ないように，アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒防止及び固縛
の措置並びに火災の発生防止対策を実施すること。
・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線
防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること。
また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明を配備する
こと。 運用要求

基本方針
施設共通　基本設計方針

基本方針（アクセスルー
トの確保）

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現
象及び人為事象のうち森林火災及び近隣工場等
の火災に対しては，消防車による初期消火活動
を行うこと。
・屋内のアクセスルートにおいては，機器から
の溢水を考慮し，防護具を配備し，必要に応じ
て着用すること。また，地震時に通行が阻害さ
れないように，アクセスルート上の資機材の落
下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の
発生防止対策を実施すること。
・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，
被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，
移動時及び作業時の状況に応じて着用するこ
と。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動
のため可搬型照明を配備すること。

〇 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.5 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【2.5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確
保】
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及
び人為事象のうち森林火災及び近隣工場等の火災に
対しては，消防車による初期消火活動を行うこと。
・屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢
水を考慮し，防護具を配備し，必要に応じて着用す
ること。また，地震時に通行が阻害されないよう
に，アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒防
止及び固縛の措置並びに火災の発生防止対策を実施
すること。
・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ば
くを考慮した放射線防護具の配備を行い，移動時及
び作業時の状況に応じて着用すること。また，夜間
及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明を
配備すること。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

第1回申請と同一(記載の適正化)
【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操
作性の確保】
・屋外のアクセスルートは，考慮すべ
き自然現象及び人為事象のうち森林火
災及び近隣工場等の火災に対しては，
消防車による初期消火活動を行うこ
と。
・屋内のアクセスルートにおいては，
機器からの溢水を考慮し，防護具を配
備し，必要に応じて着用すること。ま
た，地震時に通行が阻害されないよう
に，アクセスルート上の資機材の落下
防止，転倒防止及び固縛の措置並びに
火災の発生防止対策を実施すること。
・屋外及び屋内のアクセスルートにお
いては，被ばくを考慮した放射線防護
具の配備を行い，移動時及び作業時の
状況に応じて着用すること。また，夜
間及び停電時の確実な運搬や移動のた
め可搬型照明を配備すること。

146

(2) 試験・検査性
  重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等への対処に必要
な機能を確認するための試験又は検査並びに当該機能を健全に維持する
ための保守及び修理が実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有
無の確認，分解点検等ができる構造とする。 冒頭宣言

基本方針
基本方針（重大事故等対処設備）

基本方針（試験・検査
性）

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（重大事故等対処設備） -
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　試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等が
実施可能な設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（重大事故等対処設備）

基本方針（試験・検査
性）

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（重大事故等対処設備） -
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また，保守及び修理は，維持活動としての点検(日常の運転管理の活用を
含む。），取替え，保修等が実施可能な設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（重大事故等対処設備）

基本方針（試験・検査
性）

〇 基本方針 - 〇 基本方針（重大事故等対処設備） -
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　多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試験又は検
査並びに保守及び修理ができる設計とする。 冒頭宣言

基本方針
基本方針（重大事故等対処設備）

基本方針（試験・検査
性）

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（重大事故等対処設備） -
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　構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則とし
て分解・開放(非破壊検査を含む。)が可能な設計とし，機能・性能確
認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開
放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。 冒頭宣言

基本方針
基本方針（重大事故等対処設備）

基本方針（試験・検査
性）

〇 基本方針 - 〇 - 基本方針（重大事故等対処設備） -
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8.2.6   地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計
(1)  地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針
基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持が必要な施設について
は，重大事故等対処施設及び安全機能を有する施設の耐震設計における
設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等の
状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力
に対して，必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，以
下のとおり耐震設計を行う。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（地震を要因と
する重大事故等に対する
施設の耐震設計）

〇 基本方針 -

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
基準地震動Ｓｓを超える地震動に対し
て機能維持が必要な施設については，
重大事故等対処施設及び安全機能を有
する施設の耐震設計における設計方針
を踏襲し，重大事故等対処施設の構造
上の特徴，重大事故等の状態で施設に
作用する荷重等を考慮し，基準地震動
Ｓｓの1.2倍の地震力に対して，必要な
機能が損なわれるおそれがないことを
目的として，以下のとおり耐震設計を
行う。
a.　事業(変更)許可における重大事故
の発生を仮定する際の条件の設定及び
重大事故の発生を仮定する機器の特定
において，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地
震動を考慮した際に機能維持できる設
計とした設備（以下「起因に対し発生
防止を期待する設備」という。）は，
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対
して，閉じ込め機能を損なわない設計
とする。
　起因に対し発生防止を期待する設備
を設置する建物・構築物は，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置
する建物・構築物に生じる変形等の地
震影響においても，起因に対し発生防
止を期待する設備を支持できる設計と
する。
b.　地震を要因として発生する重大事
故等に対処する常設重大事故等対処設
備（以下「対処する常設重大事故等対
処設備」という。）は，基準地震動Ｓ
ｓを1.2倍した地震力に対して，想定す
る重大事故等を踏まえ，火災感知機
能，消火機能，閉じ込め機能等の地震
を要因として発生する重大事故等に対
処するために必要な機能を損なわない
設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備は，
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に
よって設置する建物・構築物に生じる
変形等の地震影響を考慮し，地震を要
因として発生する重大事故等に対処す
るために必要な機能が維持できる設計
とする。
対処する常設重大事故等対処設備を設
置する建物・構築物は，基準地震動Ｓ
ｓを1.2倍した地震力によって設置する
建物・構築物に生じる変形等の地震影
響においても，対処する常設重大事故
等対処設備を支持できる設計並びに重
大事故等の対処に係る操作場所及びア
クセスルートが保持できる設計とす
る。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【5. 操作性及び試験・検査性 (2) 試験・検査
性】
・重大事故等対処設備は，通常時において，重
大事故等への対処に必要な機能を確認するため
の試験又は検査並びに当該機能を健全に維持す
るための保守及び修理が実施できるよう，機
能・性能の確認，漏えいの有無の確認，分解点
検等ができる構造とする。
・試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事
業者検査，自主検査等が実施可能な設計とす
る。
・また，保守及び修理は，維持活動としての点
検(日常の運転管理の活用を含む。），取替え，
保修等が実施可能な設計とする。
・　多重性を備えた系統及び機器にあっては，
各々が独立して試験又は検査並びに保守及び修
理ができる設計とする。
・構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が
必要な設備は，原則として分解・開放(非破壊検
査を含む。)が可能な設計とし，機能・性能確
認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮す
ることにより，分解・開放が不要なものについ
ては外観の確認が可能な設計とする。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.5 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【2.5 操作性及び試験・検査性 (2) 試験・検査
性】
・重大事故等対処設備は，通常時において，重大事
故等への対処に必要な機能を確認するための試験又
は検査並びに当該機能を健全に維持するための保守
及び修理が実施できるよう，機能・性能の確認，漏
えいの有無の確認，分解点検等ができる構造とす
る。
・試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者
検査，自主検査等が実施可能な設計とする。
・また，保守及び修理は，維持活動としての点検
(日常の運転管理の活用を含む。），取替え，保修
等が実施可能な設計とする。
・　多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々
が独立して試験又は検査並びに保守及び修理ができ
る設計とする。
・構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要
な設備は，原則として分解・開放(非破壊検査を含
む。)が可能な設計とし，機能・性能確認，各部の
経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，
分解・開放が不要なものについては外観の確認が可
能な設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

第1回申請と同一(記載の適正化)
【5. 操作性及び試験・検査性 (2) 試
験・検査性】
・重大事故等対処設備は，通常時にお
いて，重大事故等への対処に必要な機
能を確認するための試験又は検査並び
に当該機能を健全に維持するための保
守及び修理が実施できるよう，機能・
性能の確認，漏えいの有無の確認，分
解点検等ができる構造とする。
・試験又は検査は，使用前事業者検
査，定期事業者検査，自主検査等が実
施可能な設計とする。
・また，保守及び修理は，維持活動と
しての点検(日常の運転管理の活用を含
む。），取替え，保修等が実施可能な
設計とする。
・　多重性を備えた系統及び機器に
あっては，各々が独立して試験又は検
査並びに保守及び修理ができる設計と
する。
・構造・強度の確認又は内部構成部品
の確認が必要な設備は，原則として分
解・開放(非破壊検査を含む。)が可能
な設計とし，機能・性能確認，各部の
経年劣化対策及び日常点検を考慮する
ことにより，分解・開放が不要なもの
については外観の確認が可能な設計と
する。
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a.　事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定
及び重大事故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動Ｓｓの
1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とした設備（以下「起
因に対し発生防止を期待する設備」という。）は，基準地震動Ｓｓを1.2
倍した地震力に対して，閉じ込め機能を損なわない設計とする。
　起因に対し発生防止を期待する設備を設置する建物・構築物は，基準
地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変
形等の地震影響においても，起因に対し発生防止を期待する設備を支持
できる設計とする。

評価要求
燃料加工建屋
重大事故等対処設備

評価（耐震） 〇 燃料加工建屋 - 〇

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維
持が必要な施設については，重大事故等対処施
設及び安全機能を有する施設の耐震設計におけ
る設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構
造上の特徴，重大事故等の状態で施設に作用す
る荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地
震力に対して，必要な機能が損なわれるおそれ
がないことを目的として，以下のとおり耐震設
計を行う。
a.　事業(変更)許可における重大事故の発生を
仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を
仮定する機器の特定において，基準地震動Ｓｓ
の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる
設計とした設備（以下「起因に対し発生防止を
期待する設備」という。）は，基準地震動Ｓｓ
を1.2倍した地震力に対して，閉じ込め機能を損
なわない設計とする。
　起因に対し発生防止を期待する設備を設置す
る建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力によって設置する建物・構築物に生じる
変形等の地震影響においても，起因に対し発生
防止を期待する設備を支持できる設計とする。
b.　地震を要因として発生する重大事故等に対
処する常設重大事故等対処設備（以下「対処す
る常設重大事故等対処設備」という。）は，基
準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定
する重大事故等を踏まえ，火災感知機能，消火
機能，閉じ込め機能等の地震を要因として発生
する重大事故等に対処するために必要な機能を
損なわない設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建
物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮
し，地震を要因として発生する重大事故等に対
処するために必要な機能が維持できる設計とす
る。
対処する常設重大事故等対処設備を設置する建
物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力によって設置する建物・構築物に生じる変形
等の地震影響においても，対処する常設重大事
故等対処設備を支持できる設計並びに重大事故
等の対処に係る操作場所及びアクセスルートが
保持できる設計とする。
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b.　地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対
処設備（以下「対処する常設重大事故等対処設備」という。）は，基準
地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，
火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因として発生する
重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力
によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地
震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能が維持
できる設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等
の地震影響においても，対処する常設重大事故等対処設備を支持できる
設計並びに重大事故等の対処に係る操作場所及びアクセスルートが保持
できる設計とする。

評価要求
燃料加工建屋
重大事故等対処設備

評価（耐震） 〇 燃料加工建屋 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.6 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持が
必要な施設については，重大事故等対処施設及び安
全機能を有する施設の耐震設計における設計方針を
踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大
事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基
準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対して，必要な機
能が損なわれるおそれがないことを目的として，以
下のとおり耐震設計を行う。
a.　事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定
する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する
機器の特定において，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地
震動を考慮した際に機能維持できる設計とした設備
（以下「起因に対し発生防止を期待する設備」とい
う。）は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対
して，閉じ込め機能を損なわない設計とする。
　起因に対し発生防止を期待する設備を設置する建
物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力
によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地
震影響においても，起因に対し発生防止を期待する
設備を支持できる設計とする。
b.　地震を要因として発生する重大事故等に対処す
る常設重大事故等対処設備（以下「対処する常設重
大事故等対処設備」という。）は，基準地震動Ｓｓ
を1.2倍した地震力に対して，想定する重大事故等
を踏まえ，火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能
等の地震を要因として発生する重大事故等に対処す
るために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓ
ｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築
物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震を要因
として発生する重大事故等に対処するために必要な
機能が維持できる設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・
構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に
よって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震
影響においても，対処する常設重大事故等対処設備
を支持できる設計並びに重大事故等の対処に係る操
作場所及びアクセスルートが保持できる設計とす
る。

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

6. 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

- 重大事故等対処設備 -

- 重大事故等対処設備 -〇

111



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

145

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為事象のうち森
林火災及び近隣工場等の火災に対しては，消防車による初期消火活動を
行うこと。
・屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水を考慮し，防護具
を配備し，必要に応じて着用すること。また，地震時に通行が阻害され
ないように，アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒防止及び固縛
の措置並びに火災の発生防止対策を実施すること。
・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線
防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること。
また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明を配備する
こと。 運用要求

146

(2) 試験・検査性
  重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等への対処に必要
な機能を確認するための試験又は検査並びに当該機能を健全に維持する
ための保守及び修理が実施できるよう，機能・性能の確認，漏えいの有
無の確認，分解点検等ができる構造とする。 冒頭宣言

147

　試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等が
実施可能な設計とする。

冒頭宣言

148

また，保守及び修理は，維持活動としての点検(日常の運転管理の活用を
含む。），取替え，保修等が実施可能な設計とする。

冒頭宣言

149

　多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試験又は検
査並びに保守及び修理ができる設計とする。 冒頭宣言

150

　構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則とし
て分解・開放(非破壊検査を含む。)が可能な設計とし，機能・性能確
認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分解・開
放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。 冒頭宣言

151

8.2.6   地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計
(1)  地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針
基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持が必要な施設について
は，重大事故等対処施設及び安全機能を有する施設の耐震設計における
設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等の
状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力
に対して，必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，以
下のとおり耐震設計を行う。

冒頭宣言
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a.　事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定
及び重大事故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動Ｓｓの
1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とした設備（以下「起
因に対し発生防止を期待する設備」という。）は，基準地震動Ｓｓを1.2
倍した地震力に対して，閉じ込め機能を損なわない設計とする。
　起因に対し発生防止を期待する設備を設置する建物・構築物は，基準
地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変
形等の地震影響においても，起因に対し発生防止を期待する設備を支持
できる設計とする。

評価要求
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b.　地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対
処設備（以下「対処する常設重大事故等対処設備」という。）は，基準
地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，
火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因として発生する
重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力
によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地
震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能が維持
できる設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等
の地震影響においても，対処する常設重大事故等対処設備を支持できる
設計並びに重大事故等の対処に係る操作場所及びアクセスルートが保持
できる設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作
性の確保】
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき
自然現象及び人為事象のうち森林火災及
び近隣工場等の火災に対しては，消防車
による初期消火活動を行うこと。
・屋内のアクセスルートにおいては，機
器からの溢水を考慮し，防護具を配備
し，必要に応じて着用すること。また，
地震時に通行が阻害されないように，ア
クセスルート上の資機材の落下防止，転
倒防止及び固縛の措置並びに火災の発生
防止対策を実施すること。
・屋外及び屋内のアクセスルートにおい
ては，被ばくを考慮した放射線防護具の
配備を行い，移動時及び作業時の状況に
応じて着用すること。また，夜間及び停
電時の確実な運搬や移動のため可搬型照
明を配備すること。

第2回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第3回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一 第2回申請と同一

第2回申請と同一第2回申請と同一

第2回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請
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(2)地震力の算定方法
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計
に用いる動的地震力は，「第１章　3.自然現象等」における
「3.1.1(3)b.(a)入力地震動」の解放基盤表面で定義する基準地震動Ｓｓ
の加速度を1.2倍した地震動により算定した地震力を適用する。

定義 基本方針
基本方針
評価条件

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(2)地震力の算定方法
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事
故等対処施設の耐震設計に用いる動的地震力
は，「第１章　3.自然現象等」における
「3.1.1(3)b.(a)入力地震動」の解放基盤表面で
定義する基準地震動Ｓｓの加速度を1.2倍した地
震動により算定した地震力を適用する。

○ 基本方針 -

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
(2)地震力の算定方法
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等
対処施設の耐震設計に用いる動的地震力は，「第１
章　3.自然現象等」における「3.1.1(3)b.(a)入力
地震動」の解放基盤表面で定義する基準地震動Ｓｓ
の加速度を1.2倍した地震動により算定した地震力
を適用する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
(2)地震力の算定方法
　地震を要因とする重大事故等に対す
る重大事故等対処施設の耐震設計に用
いる動的地震力は，「第１章　3.自然
現象等」における「3.1.1(3)b.(a)入力
地震動」の解放基盤表面で定義する基
準地震動Ｓｓの加速度を1.2倍した地震
動により算定した地震力を適用する。

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
　(b)機器・配管系
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の
「5.1.1　耐震設計上考慮する状態」の
「(2)　重大事故等対処施設」の「a.
建物・構築物」に基づく設計とし，そ
の場合において「重大事故等」を「地
震を要因とする重大事故等」に読み替
えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時の状態
当該設備を保管している状態。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の
状態
MOX燃料加工施設が，地震を要因とする
重大事故等に至るおそれがある事故又
は地震を要因とする重大事故等の状態
で，対処する可搬型重大事故等対処設
備の機能を必要とする状態。
ハ.　設計用自然条件
屋外に保管している場合に設計上基本
的に考慮しなければならない自然条件
(積雪，風）。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
(b)機器・配管系
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の
「5.1.2　荷重の種類」の「(2)　重大
事故等対処施設」の「b.　機器・配管
系」に基づく設計とし，その場合にお
いて「重大事故等」を「地震を要因と
する重大事故等」に「地震力」を「基
準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み
替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時に作用している荷重
通常時に作用している荷重は持続的に
生じる荷重であり，自重及び積載荷重
とする。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の
状態で施設に作用する荷重。
対処する可搬型重大事故等対処設備
は，保管状態であることから重大事故
等起因の荷重は考慮しない。
ハ.　対処する可搬型重大事故等対処設
備の保管場所における地震力，積雪荷
重及び風荷重

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
b.荷重の種類
　(a)建物・構築物
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の
「5.1.2　荷重の種類」の「(2)　重大
事故等対処施設」の「b.　機器・配管
系」に基づく設計とし，その場合にお
いて「重大事故等」を「地震を要因と
する重大事故等」に，「地震力」を
「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と
読み替えて適用する。なお，対処する
可搬型重大事故等対処設備を保管する
重大事故等対処施設の建物・構築物も
同様に適用する。

○

評価要求
基本方針
可搬型重大事故等対処設備

評価（耐震）

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
c.　地震を要因として発生する重大事故等に対
処する可搬型重大事故等対処設備（以下「対処
する可搬型重大事故等対処設備」という。）
は，各保管場所における基準地震動Ｓｓを1.2倍
した地震力に対して，想定する重大事故等を踏
まえ，閉じ込め機能等の地震を要因として発生
する重大事故等に対処するために必要な機能を
損なわないよう，転倒しないよう固縛等の措置
を講ずるとともに，動的機器については加振試
験等により地震を要因として発生する重大事故
等に対処するために必要な機能が損なわれない
設計とする。また，ダクト等の静的機器は，複
数の保管場所に分散して保管することにより，
地震を要因として発生する重大事故等に対処す
るために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する
建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地
震力によって保管する建物・構築物に生じる変
形等の地震影響においても，保管場所，操作場
所及びアクセスルートが保持できる設計とす
る。

　起因に対し発生防止を期待する設備，対処す
る常設重大事故等対処設備及び対処する可搬型
重大事故等対処設備は，個別の設備の機能や設
計を踏まえて，地震を要因とする重大事故等時
において，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に
よる影響によって，機能を損なわない設計とす
る。

〇 基本方針
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(3)荷重の組合せと許容限界
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計
における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計に
おいては，必要な機能である火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能，
操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機能，支持機
能等を維持する設計とする。
 建物・構築物に要求される操作場所及びアクセスルートの保持機能，保
管場所の保持機能並びに支持機能については，基準地震動Ｓｓを1.2倍し
た地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保するこ
とで機能を維持できる設計とする。
 機器・配管系に要求される火災感知機能等については，基準地震動Ｓｓ
を1.2倍した地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確
保することで機能を維持できる設計とする。
 また，機器・配管系に要求される消火機能，閉じ込め機能については，
構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応
じて許容限界を適切に設定することで機能を維持できる設計とする。
 可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支援機能等については，可搬型
設備の特性に応じて，構造強度を確保する又は当該機能が要求される各
施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能が維持できる
設計とする。

a.　耐震設計上考慮する状態
　地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)建物・構築物
 第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容
限界」の「a.耐震設計上考慮する状態」の「(b)重大事故等対処施設」に
基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とす
る重大事故等」に読み替えて適用する。なお，対処する可搬型重大事故
等対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に適用
する。

定義 基本方針
基本方針
評価条件

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(3)荷重の組合せと許容限界
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事
故等対処施設の耐震設計における荷重の組合せ
と許容限界は，以下によるものとする。
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故
等対処施設の耐震設計においては，必要な機能
である火災感知機能，消火機能，閉じ込め機
能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，
保管場所の保持機能，支持機能等を維持する設
計とする。
建物・構築物に要求される操作場所及びアクセ
スルートの保持機能，保管場所の保持機能並び
に支持機能については，基準地震動Ｓｓを1.2倍
した地震力に対して，当該機能が要求される施
設の構造強度を確保することで機能を維持でき
る設計とする。
機器・配管系に要求される火災感知機能等につ
いては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対
して，当該機能が要求される施設の構造強度を
確保することで機能を維持できる設計とする。
また，機器・配管系に要求される消火機能，閉
じ込め機能については，構造強度を確保すると
ともに，当該機能が要求される各施設の特性に
応じて許容限界を適切に設定することで機能を
維持できる設計とする。
可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支援機
能等については，可搬型設備の特性に応じて，
構造強度を確保する又は当該機能が要求される
各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定す
ることで機能が維持できる設計とする。

a.　耐震設計上考慮する状態
　地震以外に設計上考慮する状態を以下に示
す。
(a)建物・構築物
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.1　耐
震設計上考慮する状態」の「(2)　重大事故等対
処施設」の「a.　建物・構築物」に基づく設計
とし，その場合において「重大事故等」を「地
震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用
する。なお，対処する可搬型重大事故等対処設
備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築
物も同様に適用する。
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c.　地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等
対処設備（以下「対処する可搬型重大事故等対処設備」という。）は，
各保管場所における基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定す
る重大事故等を踏まえ，閉じ込め機能等の地震を要因として発生する重
大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，転倒しないよ
う固縛等の措置を講ずるとともに，動的機器については加振試験等によ
り地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能が
損なわれない設計とする。また，ダクト等の静的機器は，複数の保管場
所に分散して保管することにより，地震を要因として発生する重大事故
等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地
震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって保管する建物・構築物に生じる変形
等の地震影響においても，保管場所，操作場所及びアクセスルートが保
持できる設計とする。

　起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常設重大事故等対処設
備及び対処する可搬型重大事故等対処設備は，個別の設備の機能や設計
を踏まえて，地震を要因とする重大事故等時において，基準地震動Ｓｓ
を1.2倍した地震力による影響によって，機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

(b)機器・配管系
 第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容
限界」の「b.　荷重の種類」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設
計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とする重大事
故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替え
て適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時に作用している荷重
通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載
荷重とする。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。
対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから重大事
故等起因の荷重は考慮しない。
ハ.　 対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力，
積雪荷重及び風荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力を考慮す
る。屋外に保管する設備については，積雪荷重及び風荷重も考慮する。
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b.　荷重の種類
(a)建物・構築物
　第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容
限界」の「b.　荷重の種類」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設
計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とする重大事
故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替え
て適用する。なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大
事故等対処施設の建物・構築物も同様に適用する。

定義 基本方針
基本方針
評価条件

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
(3)荷重の組合せと許容限界
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等
対処施設の耐震設計における荷重の組合せと許容限
界は，以下によるものとする。
 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等
対処施設の耐震設計においては，必要な機能である
火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能，操作場所
及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機
能，支持機能等を維持する設計とする。
 建物・構築物に要求される操作場所及びアクセス
ルートの保持機能，保管場所の保持機能並びに支持
機能については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度
を確保することで機能を維持できる設計とする。
 機器・配管系に要求される火災感知機能等につい
ては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し
て，当該機能が要求される施設の構造強度を確保す
ることで機能を維持できる設計とする。
 また，機器・配管系に要求される消火機能，閉じ
込め機能については，構造強度を確保するととも
に，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許
容限界を適切に設定することで機能を維持できる設
計とする。
 可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支援機能
等については，可搬型設備の特性に応じて，構造強
度を確保する又は当該機能が要求される各施設の特
性に応じて許容限界を適切に設定することで機能が
維持できる設計とする。

a.　耐震設計上考慮する状態
　地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)建物・構築物
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.1　耐震
設計上考慮する状態」の「(2)　重大事故等対処施
設」の「a.　建物・構築物」に基づく設計とし，そ
の場合において「重大事故等」を「地震を要因とす
る重大事故等」に読み替えて適用する。なお，対処
する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故
等対処施設の建物・構築物も同様に適用する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

6. 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

157

(b)機器・配管系
 第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容
限界」の「a.　耐震設計上考慮する状態」の「(b)　重大事故等対処施
設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要
因とする重大事故等」に読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時の状態
当該設備を保管している状態。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態
MOX燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれがある事
故又は地震を要因とする重大事故等の状態で，対処する可搬型重大事故
等対処設備の機能を必要とする状態。
ハ.　設計用自然条件
屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならない自然
条件（積雪，風）。

基本方針
評価条件

基本方針定義 -基本方針○

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
　(b)機器・配管系
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.1　耐
震設計上考慮する状態」の「(2)　重大事故等対
処施設」の「a.　建物・構築物」に基づく設計
とし，その場合において「重大事故等」を「地
震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用
する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時の状態
当該設備を保管している状態。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態
MOX燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故
等に至るおそれがある事故又は地震を要因とす
る重大事故等の状態で，対処する可搬型重大事
故等対処設備の機能を必要とする状態。
ハ.　設計用自然条件
屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮
しなければならない自然条件(積雪，風）。

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
b.荷重の種類
(a)建物・構築物
　「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.2　荷
重の種類」の「(2)　重大事故等対処施設」の「a.
建物・構築物」に基づく設計とし，その場合におい
て「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故
等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した
地震力」と読み替えて適用する。なお，対処する可
搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処
施設の建物・構築物も同様に適用する。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
b.荷重の種類
　(a)建物・構築物
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.2　荷
重の種類」の「(2)　重大事故等対処施設」の
「a.　建物・構築物」に基づく設計とし，その
場合において「重大事故等」を「地震を要因と
する重大事故等」に，「地震力」を「基準地震
動Ssを1.2倍した地震力」と読み替えて適用す
る。なお，対処する可搬型重大事故等対処設備
を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物
も同様に適用する。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(b)機器・配管系
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.2　荷
重の種類」の「(2)　重大事故等対処施設」の
「b.　機器・配管系」に基づく設計とし，その
場合において「重大事故等」を「地震を要因と
する重大事故等」に「地震力」を「基準地震動
Ssを1.2倍した地震力」と読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時に作用している荷重
通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷
重であり，自重及び積載荷重とする。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態で施
設に作用する荷重。
対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状
態であることから重大事故等起因の荷重は考慮
しない。
ハ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の保管
場所における地震力，積雪荷重及び風荷重

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
(b)機器・配管系
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.2　荷重
の種類」の「(2)　重大事故等対処施設」の「b.
機器・配管系」に基づく設計とし，その場合におい
て「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故
等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した
地震力」と読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時に作用している荷重
通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重で
あり，自重及び積載荷重とする。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態で施設
に作用する荷重。
対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態で
あることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。
ハ.　 対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場
所における地震力，積雪荷重及び風荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所にお
ける地震力を考慮する。屋外に保管する設備につい
ては，積雪荷重及び風荷重も考慮する。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.6 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

-基本方針定義
基本方針
評価条件

基本方針

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

6. 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

○

○ 基本方針 -

基本方針 -

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
c.　地震を要因として発生する重大事
故等に対処する可搬型重大事故等対処
設備（以下「対処する可搬型重大事故
等対処設備」という。）は，各保管場
所における基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力に対して，想定する重大事故等
を踏まえ，閉じ込め機能等の地震を要
因として発生する重大事故等に対処す
るために必要な機能を損なわないよ
う，転倒しないよう固縛等の措置を講
ずるとともに，動的機器については加
振試験等により地震を要因として発生
する重大事故等に対処するために必要
な機能が損なわれない設計とする。ま
た，ダクト等の静的機器は，複数の保
管場所に分散して保管することによ
り，地震を要因として発生する重大事
故等に対処するために必要な機能を損
なわない設計とする。
対処する可搬型重大事故等対処設備を
保管する建物・構築物は，基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力によって保管す
る建物・構築物に生じる変形等の地震
影響においても，保管場所，操作場所
及びアクセスルートが保持できる設計
とする。

　起因に対し発生防止を期待する設
備，対処する常設重大事故等対処設備
及び対処する可搬型重大事故等対処設
備は，個別の設備の機能や設計を踏ま
えて，地震を要因とする重大事故等時
において，基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力による影響によって，機能を損
なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.6 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
c.　地震を要因として発生する重大事故等に対処す
る可搬型重大事故等対処設備（以下「対処する可搬
型重大事故等対処設備」という。）は，各保管場所
における基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し
て，想定する重大事故等を踏まえ，閉じ込め機能等
の地震を要因として発生する重大事故等に対処する
ために必要な機能を損なわないよう，転倒しないよ
う固縛等の措置を講ずるとともに，動的機器につい
ては加振試験等により地震を要因として発生する重
大事故等に対処するために必要な機能が損なわれな
い設計とする。また，ダクト等の静的機器は，複数
の保管場所に分散して保管することにより，地震を
要因として発生する重大事故等に対処するために必
要な機能を損なわない設計とする。
対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建
物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力
によって保管する建物・構築物に生じる変形等の地
震影響においても，保管場所，操作場所及びアクセ
スルートが保持できる設計とする。

　起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常
設重大事故等対処設備及び対処する可搬型重大事故
等対処設備は，個別の設備の機能や設計を踏まえ
て，地震を要因とする重大事故等時において，基準
地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による影響によっ
て，機能を損なわない設計とする。

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
(b)機器・配管系
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.1　耐震
設計上考慮する状態」の「(2)　重大事故等対処施
設」の「a.　建物・構築物」に基づく設計とし，そ
の場合において「重大事故等」を「地震を要因とす
る重大事故等」に読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時の状態
当該設備を保管している状態。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態
MOX燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故等
に至るおそれがある事故又は地震を要因とする重大
事故等の状態で，対処する可搬型重大事故等対処設
備の機能を必要とする状態。
ハ.　設計用自然条件
屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しな
ければならない自然条件（積雪，風）。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
(3)荷重の組合せと許容限界
　地震を要因とする重大事故等に対す
る重大事故等対処施設の耐震設計にお
ける荷重の組合せと許容限界は，以下
によるものとする。
地震を要因とする重大事故等に対する
重大事故等対処施設の耐震設計におい
ては，必要な機能である火災感知機
能，消火機能，閉じ込め機能，操作場
所及びアクセスルートの保持機能，保
管場所の保持機能，支持機能等を維持
する設計とする。
建物・構築物に要求される操作場所及
びアクセスルートの保持機能，保管場
所の保持機能並びに支持機能について
は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力
に対して，当該機能が要求される施設
の構造強度を確保することで機能を維
持できる設計とする。
機器・配管系に要求される火災感知機
能等については，基準地震動Ｓｓを1.2
倍した地震力に対して，当該機能が要
求される施設の構造強度を確保するこ
とで機能を維持できる設計とする。
また，機器・配管系に要求される消火
機能，閉じ込め機能については，構造
強度を確保するとともに，当該機能が
要求される各施設の特性に応じて許容
限界を適切に設定することで機能を維
持できる設計とする。
可搬型設備に要求される閉じ込め機
能，支援機能等については，可搬型設
備の特性に応じて，構造強度を確保す
る又は当該機能が要求される各施設の
特性に応じて許容限界を適切に設定す
ることで機能が維持できる設計とす
る。

a.　耐震設計上考慮する状態
　地震以外に設計上考慮する状態を以
下に示す。
(a)建物・構築物
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の
「5.1.1　耐震設計上考慮する状態」の
「(2)　重大事故等対処施設」の「a.
建物・構築物」に基づく設計とし，そ
の場合において「重大事故等」を「地
震を要因とする重大事故等」に読み替
えて適用する。なお，対処する可搬型
重大事故等 処 備を保管す 重大事
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(2)地震力の算定方法
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計
に用いる動的地震力は，「第１章　3.自然現象等」における
「3.1.1(3)b.(a)入力地震動」の解放基盤表面で定義する基準地震動Ｓｓ
の加速度を1.2倍した地震動により算定した地震力を適用する。

定義

評価要求
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(3)荷重の組合せと許容限界
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計
における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計に
おいては，必要な機能である火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能，
操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機能，支持機
能等を維持する設計とする。
 建物・構築物に要求される操作場所及びアクセスルートの保持機能，保
管場所の保持機能並びに支持機能については，基準地震動Ｓｓを1.2倍し
た地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保するこ
とで機能を維持できる設計とする。
 機器・配管系に要求される火災感知機能等については，基準地震動Ｓｓ
を1.2倍した地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確
保することで機能を維持できる設計とする。
 また，機器・配管系に要求される消火機能，閉じ込め機能については，
構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応
じて許容限界を適切に設定することで機能を維持できる設計とする。
 可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支援機能等については，可搬型
設備の特性に応じて，構造強度を確保する又は当該機能が要求される各
施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能が維持できる
設計とする。

a.　耐震設計上考慮する状態
　地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)建物・構築物
 第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容
限界」の「a.耐震設計上考慮する状態」の「(b)重大事故等対処施設」に
基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とす
る重大事故等」に読み替えて適用する。なお，対処する可搬型重大事故
等対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に適用
する。

定義
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c.　地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等
対処設備（以下「対処する可搬型重大事故等対処設備」という。）は，
各保管場所における基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定す
る重大事故等を踏まえ，閉じ込め機能等の地震を要因として発生する重
大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，転倒しないよ
う固縛等の措置を講ずるとともに，動的機器については加振試験等によ
り地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能が
損なわれない設計とする。また，ダクト等の静的機器は，複数の保管場
所に分散して保管することにより，地震を要因として発生する重大事故
等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地
震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって保管する建物・構築物に生じる変形
等の地震影響においても，保管場所，操作場所及びアクセスルートが保
持できる設計とする。

　起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常設重大事故等対処設
備及び対処する可搬型重大事故等対処設備は，個別の設備の機能や設計
を踏まえて，地震を要因とする重大事故等時において，基準地震動Ｓｓ
を1.2倍した地震力による影響によって，機能を損なわない設計とする。

(b)機器・配管系
 第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容
限界」の「b.　荷重の種類」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設
計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とする重大事
故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替え
て適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時に作用している荷重
通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載
荷重とする。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。
対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから重大事
故等起因の荷重は考慮しない。
ハ.　 対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力，
積雪荷重及び風荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力を考慮す
る。屋外に保管する設備については，積雪荷重及び風荷重も考慮する。

159

158

b.　荷重の種類
(a)建物・構築物
　第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容
限界」の「b.　荷重の種類」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設
計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とする重大事
故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替え
て適用する。なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大
事故等対処施設の建物・構築物も同様に適用する。
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(b)機器・配管系
 第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容
限界」の「a.　耐震設計上考慮する状態」の「(b)　重大事故等対処施
設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要
因とする重大事故等」に読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時の状態
当該設備を保管している状態。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態
MOX燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれがある事
故又は地震を要因とする重大事故等の状態で，対処する可搬型重大事故
等対処設備の機能を必要とする状態。
ハ.　設計用自然条件
屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならない自然
条件（積雪，風）。

定義
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説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

第1回申請と同一第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一第1回申請と同一

〇 - 可搬型重大事故等対処設備 -

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

6. 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
c.　地震を要因として発生する重大事故
等に対処する可搬型重大事故等対処設備
（以下「対処する可搬型重大事故等対処
設備」という。）は，各保管場所におけ
る基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に
対して，想定する重大事故等を踏まえ，
閉じ込め機能等の地震を要因として発生
する重大事故等に対処するために必要な
機能を損なわないよう，転倒しないよう
固縛等の措置を講ずるとともに，動的機
器については加振試験等により地震を要
因として発生する重大事故等に対処する
ために必要な機能が損なわれない設計と
する。また，ダクト等の静的機器は，複
数の保管場所に分散して保管することに
より，地震を要因として発生する重大事
故等に対処するために必要な機能を損な
わない設計とする。
対処する可搬型重大事故等対処設備を保
管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓ
を1.2倍した地震力によって保管する建
物・構築物に生じる変形等の地震影響に
おいても，保管場所，操作場所及びアク
セスルートが保持できる設計とする。

　起因に対し発生防止を期待する設備，
対処する常設重大事故等対処設備及び対
処する可搬型重大事故等対処設備は，個
別の設備の機能や設計を踏まえて，地震
を要因とする重大事故等時において，基
準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による
影響によって，機能を損なわない設計と
する。

第3回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
(b)機器・配管系
イ．起因に対し発生防止を期待する設
備に係る機器・配管系については，通
常時に作用している荷重と基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせ
る。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備
に係る機器・配管系については，通常
時に作用している荷重と基準地震動Ｓ
ｓを1.2倍した地震力とを組み合わせ
る。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備
に係る機器・配管系について，通常時
に作用している荷重，設計基準事故時
の状態及び重大事故等時の状態で施設
に作用する荷重は，その事故事象の発
生確率，継続時間及び地震動の年超過
確率の関係を踏まえ，適切な地震力と
組み合わせる。この組み合わせについ
ては，事故事象の発生確率，継続時間
及び地震動の年超過確率の積等を考慮
し，工学的，総合的に勘案の上設定す
る。なお，継続時間については対策の
成立性も考慮した上で設定し，屋外に
設置される施設については，建物・構
築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組
み合わせる。
(c)可搬型設備
イ.　対処する可搬型重大事故等対処設
備は，通常時に作用している荷重と対
処する可搬型重大事故等対処設備の保
管場所における地震力とを組み合わせ
る。
ロ.　対処する可搬型重大事故等対処設
備の耐震計算の荷重の組合せの考え方
について，保管状態であることから重
大事故等起因の荷重は考慮しない。た
だし，屋外に設置される施設について
は，建物・構築物と同様に積雪荷重及
び風荷重を組み合わせる。

第1回申請と同一基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.6 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
c.荷重の組合せ
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とほかの荷重
との組合せは，以下によるものとする。
(a)建物・構築物
イ．起因に対し発生防止を期待する設備が設置され
る重大事故等対処施設の建物・構築物については，
通常時に作用している荷重（固定荷重，積載荷重，
土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力を組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される
重大事故等対処施設又は対処する可搬型重大事故等
対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・
構築物については，通常時に作用している荷重（固
定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び
風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組
み合わせる。
ハ．対処に用いる常設重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設又は対処する可搬型重大事
故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建
物・構築物について，通常時に作用している荷重
（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷
重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用す
る荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び
地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力
と組み合わせる。この組み合わせについては，事故
事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率
の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定す
る。なお，継続時間については対策の成立性も考慮
した上で設定し，通常時に作用している荷重のう
ち，土圧及び水圧については，基準地震動Ｓｓを
1.2倍した地震力，弾性設計用地震動による地震力
と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧
とする。
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d.荷重の組合せ上の留意事項
イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比
較して明らかに厳しいことが判明している場合には，その他の荷重の組
合せ状態での評価は行わないことがある。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の当該部
分の支持機能を確認する場合においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地
震力と通常時に作用している荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせ
る。
ハ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪によ
る受圧面積が小さい施設や，通常時に作用している荷重に対して積雪荷
重の割合が無視できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と
の組み合わせを考慮する。
ニ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施
設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないよう
な構造，形状及び仕様の施設においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地
震力との組み合わせを考慮する。
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c.荷重の組合せ
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とほかの荷重との組合せは，以下に
よるものとする。
(a)建物・構築物
イ．起因に対し発生防止を期待する設備が設置される重大事故等対処施
設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固定荷重，
積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2
倍した地震力を組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
又は対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施
設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固定荷重，
積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2
倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
又は対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施
設の建物・構築物について，通常時に作用している荷重（固定荷重，積
載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で
施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動
の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組み
合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過
確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続
時間については対策の成立性も考慮した上で設定し，通常時に作用して
いる荷重のうち，土圧及び水圧については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該地
震時の土圧及び水圧とする。
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基本方針

基本方針
基本方針
評価方法

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

6. 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

6. 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
c.荷重の組合せ
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と
ほかの荷重との組合せは，以下による
ものとする。
(a)建物・構築物
イ．起因に対し発生防止を期待する設
備が設置される重大事故等対処施設の
建物・構築物については，通常時に作
用している荷重（固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風
荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力を組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備
が設置される重大事故等対処施設又は
対処する可搬型重大事故等対処設備が
保管される重大事故等対処施設の建
物・構築物については，通常時に作用
している荷重（固定荷重，積載荷重，
土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重
と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と
を組み合わせる。
ハ．対処に用いる常設重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処施設
又は対処する可搬型重大事故等対処設
備が保管される重大事故等対処施設の
建物・構築物について，通常時に作用
している荷重（固定荷重，積載荷重，
土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及
び重大事故等時の状態で施設に作用す
る荷重は，その事故事象の発生確率，
継続時間及び地震動の年超過確率の関
係を踏まえ，適切な地震力と組み合わ
せる。この組み合わせについては，事
故事象の発生確率，継続時間及び地震
動の年超過確率の積等を考慮し，工学
的，総合的に勘案の上設定する。な
お，継続時間については対策の成立性
も考慮した上で設定し，通常時に作用
している荷重のうち，土圧及び水圧に
ついては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力，弾性設計用地震動による地震
力と組み合わせる場合は，当該地震時
の土圧及び水圧とする。
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(b)機器・配管系
イ．起因に対し発生防止を期待する設備に係る機器・配管系について
は，通常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを
組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，
通常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み
合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系について，通
常時に作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状
態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地
震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この
組み合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年
超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，
継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置さ
れる施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み
合わせる。
(c)可搬型設備
イ.　対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用している荷重
と対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力とを組
み合わせる。
ロ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考
え方について，保管状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮し
ない。ただし，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様
に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

定義 基本方針
基本方針
評価方法

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(b)機器・配管系
イ．起因に対し発生防止を期待する設備に係る
機器・配管系については，通常時に作用してい
る荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを
組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機
器・配管系については，通常時に作用している
荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組
み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機
器・配管系について，通常時に作用している荷
重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の
状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の
発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の
関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。
この組み合わせについては，事故事象の発生確
率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を
考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。
なお，継続時間については対策の成立性も考慮
した上で設定し，屋外に設置される施設につい
ては，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷
重を組み合わせる。
(c)可搬型設備
イ.　対処する可搬型重大事故等対処設備は，通
常時に作用している荷重と対処する可搬型重大
事故等対処設備の保管場所における地震力とを
組み合わせる。
ロ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震
計算の荷重の組合せの考え方について，保管状
態であることから重大事故等起因の荷重は考慮
しない。ただし，屋外に設置される施設につい
ては，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷
重を組み合わせる。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
c.荷重の組合せ
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とほかの荷
重との組合せは，以下によるものとする。
(a)建物・構築物
イ．起因に対し発生防止を期待する設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物につ
いては，通常時に作用している荷重（固定荷
重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び
風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を組
み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設又は対処する可搬型重
大事故等対処設備が保管される重大事故等対処
施設の建物・構築物については，通常時に作用
している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び
水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓ
を1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処に用いる常設重大事故等対処設備が設
置される重大事故等対処施設又は対処する可搬
型重大事故等対処設備が保管される重大事故等
対処施設の建物・構築物について，通常時に作
用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及
び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時
の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象
の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率
の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせ
る。この組み合わせについては，事故事象の発
生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積
等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定す
る。なお，継続時間については対策の成立性も
考慮した上で設定し，通常時に作用している荷
重のうち，土圧及び水圧については，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力，弾性設計用地震動に
よる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時
の土圧及び水圧とする。

○

基本方針
評価方法

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
d.荷重の組合せ上の留意事項
イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他
の荷重の組合せ状態と比較して明らかに厳しい
ことが判明している場合には，その他の荷重の
組合せ状態での評価は行わないことがある。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備を支持す
る建物・構築物の当該部分の支持機能を確認す
る場合においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力と通常時に作用している荷重及びその他
必要な荷重とを組み合わせる。
ハ．積雪荷重については，屋外に設置されてい
る施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施
設や，通常時に作用している荷重に対して積雪
荷重の割合が無視できる施設を除き，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力との組み合わせを考慮
する。
ニ．風荷重については，屋外の直接風を受ける
場所に設置されている施設のうち，風荷重の影
響が地震荷重と比べて相対的に無視できないよ
うな構造，形状及び仕様の施設においては，基
準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力との組み合わせ
を考慮する。

○ 基本方針

○ 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.6 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
(b)機器・配管系
イ．起因に対し発生防止を期待する設備に係る機
器・配管系については，通常時に作用している荷重
と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わ
せる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・
配管系については，通常時に作用している荷重と基
準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせ
る。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・
配管系について，通常時に作用している荷重，設計
基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に
作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時
間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な
地震力と組み合わせる。この組み合わせについて
は，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年
超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の
上設定する。なお，継続時間については対策の成立
性も考慮した上で設定し，屋外に設置される施設に
ついては，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷
重を組み合わせる。
(c)可搬型設備
イ.　対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常
時に作用している荷重と対処する可搬型重大事故等
対処設備の保管場所における地震力とを組み合わせ
る。
ロ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計
算の荷重の組合せの考え方について，保管状態であ
ることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。た
だし，屋外に設置される施設については，建物・構
築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

-

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
d.荷重の組合せ上の留意事項
イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷
重の組合せ状態と比較して明らかに厳しいことが判
明している場合には，その他の荷重の組合せ状態で
の評価は行わないことがある。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合に
おいては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と通
常時に作用している荷重及びその他必要な荷重とを
組み合わせる。
ハ．積雪荷重については，屋外に設置されている施
設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，通
常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が
無視できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを1.2倍し
た地震力との組み合わせを考慮する。
ニ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所
に設置されている施設のうち，風荷重の影響が地震
荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形
状及び仕様の施設においては，基準地震動Ｓｓを
1.2倍した地震力との組み合わせを考慮する。

第1回申請と同一

第2回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
d.荷重の組合せ上の留意事項
イ．ある荷重の組合せ状態での評価
が，その他の荷重の組合せ状態と比較
して明らかに厳しいことが判明してい
る場合には，その他の荷重の組合せ状
態での評価は行わないことがある。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備
を支持する建物・構築物の当該部分の
支持機能を確認する場合においては，
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と通
常時に作用している荷重及びその他必
要な荷重とを組み合わせる。
ハ．積雪荷重については，屋外に設置
されている施設のうち，積雪による受
圧面積が小さい施設や，通常時に作用
している荷重に対して積雪荷重の割合
が無視できる施設を除き，基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力との組み合わせ
を考慮する。
ニ．風荷重については，屋外の直接風
を受ける場所に設置されている施設の
うち，風荷重の影響が地震荷重と比べ
て相対的に無視できないような構造，
形状及び仕様の施設においては，基準
地震動Ｓｓを1.2倍した地震力との組み
合わせを考慮する。
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項目
番号

基本設計方針 要求種別

162

d.荷重の組合せ上の留意事項
イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比
較して明らかに厳しいことが判明している場合には，その他の荷重の組
合せ状態での評価は行わないことがある。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の当該部
分の支持機能を確認する場合においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地
震力と通常時に作用している荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせ
る。
ハ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪によ
る受圧面積が小さい施設や，通常時に作用している荷重に対して積雪荷
重の割合が無視できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と
の組み合わせを考慮する。
ニ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施
設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないよう
な構造，形状及び仕様の施設においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地
震力との組み合わせを考慮する。

定義

160

c.荷重の組合せ
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とほかの荷重との組合せは，以下に
よるものとする。
(a)建物・構築物
イ．起因に対し発生防止を期待する設備が設置される重大事故等対処施
設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固定荷重，
積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2
倍した地震力を組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
又は対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施
設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固定荷重，
積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2
倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
又は対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施
設の建物・構築物について，通常時に作用している荷重（固定荷重，積
載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で
施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動
の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組み
合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過
確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続
時間については対策の成立性も考慮した上で設定し，通常時に作用して
いる荷重のうち，土圧及び水圧については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該地
震時の土圧及び水圧とする。

定義

161

(b)機器・配管系
イ．起因に対し発生防止を期待する設備に係る機器・配管系について
は，通常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを
組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，
通常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み
合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系について，通
常時に作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状
態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地
震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この
組み合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年
超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，
継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置さ
れる施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み
合わせる。
(c)可搬型設備
イ.　対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用している荷重
と対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力とを組
み合わせる。
ロ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考
え方について，保管状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮し
ない。ただし，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様
に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

定義

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一

第1回申請と同一 第1回申請と同一
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別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請
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e.許容限界
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に
対する許容限界は，以下のとおりとする。

定義 基本方針
基本方針
評価方法

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
e.許容限界
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重
とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以
下のとおりとする。

○ 基本方針 -

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
e.許容限界
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重と
を組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のと
おりとする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
e.許容限界
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と
他の荷重とを組み合わせた状態に対す
る許容限界は，以下のとおりとする。
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(a) 起因に対し発生防止を期待する設備
起因に対し発生防止を期待する設備となる露出したMOX粉末を取り扱い，
さらに火災源を有するグローブボックスは，閉じ込め機能を維持するた
め，パネルにき裂や破損が生じないこと及び転倒しない設計とする。ま
た，当該グローブボックスの内装機器の落下・転倒防止機能の確保に当
たっては，放射性物質（固体）の閉じ込めバウンダリを構成する容器等
を保持する設備の破損により，容器等が落下又は転倒しない設計とす
る。

定義 基本方針
基本方針
評価方法

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(a)起因に対し発生防止を期待する設備
起因に対し発生防止を期待する設備となる露出
したMOX粉末を取り扱い，さらに火災源を有する
グローブボックスは，閉じ込め機能を維持する
ため，パネルにき裂や破損が生じないこと及び
転倒しない設計とする。また，当該グローブ
ボックスの内装機器の落下・転倒防止機能の確
保に当たっては，放射性物質（固体）の閉じ込
めバウンダリを構成する容器等を保持する設備
の破損により，容器等が落下又は転倒しない設
計とする。

○ 基本方針 -

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
(a)起因に対し発生防止を期待する設備
起因に対し発生防止を期待する設備となる露出した
MOX粉末を取り扱い，さらに火災源を有するグロー
ブボックスは，閉じ込め機能を維持するため，パネ
ルにき裂や破損が生じないこと及び転倒しない設計
とする。また，当該グローブボックスの内装機器の
落下・転倒防止機能の確保に当たっては，放射性物
質（固体）の閉じ込めバウンダリを構成する容器等
を保持する設備の破損により，容器等が落下又は転
倒しない設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
(a)起因に対し発生防止を期待する設備
起因に対し発生防止を期待する設備と
なる露出したMOX粉末を取り扱い，さら
に火災源を有するグローブボックス
は，閉じ込め機能を維持するため，パ
ネルにき裂や破損が生じないこと及び
転倒しない設計とする。また，当該グ
ローブボックスの内装機器の落下・転
倒防止機能の確保に当たっては，放射
性物質（固体）の閉じ込めバウンダリ
を構成する容器等を保持する設備の破
損により，容器等が落下又は転倒しな
い設計とする。
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 上記の閉じ込め機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，
基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた
場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分
な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，
荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持でき
る許容限界とする。
 上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が維持できる許容限界を
適切に設定する。

定義 基本方針
基本方針
評価方法

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
 上記の閉じ込め機能を維持するために確保する
構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの1.2倍
の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じ
た場合であっても，その量が小さなレベルに留
まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その
施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応
力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用
する場合は各機能が維持できる許容限界とす
る。
　上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機
能が維持できる許容限界を適切に設定する。

○ 基本方針 -

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
 上記の閉じ込め機能を維持するために確保する構
造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地
震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合で
あっても，その量が小さなレベルに留まって破断延
性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響
を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値
とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持で
きる許容限界とする。
　上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が
維持できる許容限界を適切に設定する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
 上記の閉じ込め機能を維持するために
確保する構造強度の許容限界は，基準
地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑
性域に達するひずみが生じた場合で
あっても，その量が小さなレベルに留
まって破断延性限界に十分な余裕を有
し，その施設の機能に影響を及ぼすこ
とがない限界に応力，荷重を制限する
値とする。それ以外を適用する場合は
各機能が維持できる許容限界とする。
　上記構造強度の許容限界のほか，閉
じ込め機能が維持できる許容限界を適
切に設定する。
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(b)対処する常設重大事故等対処設備
　対処する常設重大事故等対処設備の火災感知機能，消火機能，閉じ込
め機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要
な機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓ
ｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であって
も，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有
し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限
する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界
とする。
　上記構造強度の許容限界のほか，消火機能，閉じ込め機能等の維持が
必要な設備については，その機能が維持できる許容限界を適切に設定す
る。

定義 基本方針
基本方針
評価方法

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(b)対処する常設重大事故等対処設備
　対処する常設重大事故等対処設備の火災感知
機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因
として発生する重大事故等に対処するために必
要な機能を維持するために確保する構造強度の
許容限界は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に
対し，塑性域に達するひずみが生じた場合で
あっても，その量が小さなレベルに留まって破
断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機
能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重
を制限する値とする。それ以外を適用する場合
は各機能が維持できる許容限界とする。
　上記構造強度の許容限界のほか，消火機能，
閉じ込め機能等の維持が必要な設備について
は，その機能が維持できる許容限界を適切に設
定する。

○ 基本方針 -

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
(b)対処する常設重大事故等対処設備
　対処する常設重大事故等対処設備の火災感知機
能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因として
発生する重大事故等に対処するために必要な機能を
維持するために確保する構造強度の許容限界は，基
準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達
するひずみが生じた場合であっても，その量が小さ
なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有
し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界
に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用
する場合は各機能が維持できる許容限界とする。
　上記構造強度の許容限界のほか，消火機能，閉じ
込め機能等の維持が必要な設備については，その機
能が維持できる許容限界を適切に設定する。

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
(b)対処する常設重大事故等対処設備
　対処する常設重大事故等対処設備の
火災感知機能，消火機能，閉じ込め機
能等の地震を要因として発生する重大
事故等に対処するために必要な機能を
維持するために確保する構造強度の許
容限界は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地
震力に対し，塑性域に達するひずみが
生じた場合であっても，その量が小さ
なレベルに留まって破断延性限界に十
分な余裕を有し，その施設の機能に影
響を及ぼすことがない限界に応力，荷
重を制限する値とする。それ以外を適
用する場合は各機能が維持できる許容
限界とする。
　上記構造強度の許容限界のほか，消
火機能，閉じ込め機能等の維持が必要
な設備については，その機能が維持で
きる許容限界を適切に設定する。

○ 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.6 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

V-1-1-4-1　地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計

【2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計】
(c)対処する可搬型重大事故等対処設備
 対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界
は，保管する対処する可搬型重大事故等対処設備の
構造を踏まえて設定する。
 取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの1.2
倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた
場合であっても，その量が小さなレベルに留まって
破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能
に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限
する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が
維持できる許容限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能等の
維持が必要な設備については，その機能が維持でき
る許容限界を適切に設定する。
(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処す
る常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物
並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管す
る建物・構築物
 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する
常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物並
びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する
建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力に対し，建物・構築物全体としての変形能力（耐
震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形等の地
震影響を考慮しても，地震を要因とする重大事故等
に対する重大事故等対処施設の機能が維持できる設
計とする。その上で，耐震評価においては，地震を
要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設
の必要な機能が発揮できることを確認するため，機
能維持に必要となる施設の部材・部位ごとのせん断
ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有する
ことを確認する。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又
は応力を漸次増大していくとき，その変形又はひず
みが著しく増加するに至る限界の 大耐力とし，既
往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。
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(c)対処する可搬型重大事故等対処設備
 対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界は，保管する対処する可
搬型重大事故等対処設備の構造を踏まえて設定する。
 取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，
塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベル
に留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を
及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適
用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能等の維持が必要な設備に
ついては，その機能が維持できる許容限界を適切に設定する。

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対
処設備を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設
備を保管する建物・構築物
 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設
備を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を
保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，建
物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐
力時の変形等の地震影響を考慮しても，地震を要因とする重大事故等に
対する重大事故等対処施設の機能が維持できる設計とする。その上で，
耐震評価においては，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等
対処施設の必要な機能が発揮できることを確認するため，機能維持に必
要となる施設の部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等に対して，妥当
な安全余裕を有することを確認する。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大し
ていくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の 大耐
力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。

定義 基本方針
基本方針
評価方法

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

V-1-1-4-2-3　地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計

第2回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【6. 地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計】
(c)対処する可搬型重大事故等対処設備
 対処する可搬型重大事故等対処設備の
許容限界は，保管する対処する可搬型
重大事故等対処設備の構造を踏まえて
設定する。
 取付ボルト等の構造強度は，基準地震
動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域
に達するひずみが生じた場合であって
も，その量が小さなレベルに留まって
破断延性限界に十分な余裕を有し，そ
の施設の機能に影響を及ぼすことがな
い限界に応力，荷重を制限する値とす
る。それ以外を適用する場合は各機能
が維持できる許容限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，閉じ
込め機能等の維持が必要な設備につい
ては，その機能が維持できる許容限界
を適切に設定する。
(d) 起因に対し発生防止を期待する設
備及び対処する常設重大事故等対処設
備を設置する建物・構築物並びに対処
する可搬型重大事故等対処設備を保管
する建物・構築物
 起因に対し発生防止を期待する設備及
び対処する常設重大事故等対処設備を
設置する建物・構築物並びに対処する
可搬型重大事故等対処設備を保管する
建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2
倍した地震力に対し，建物・構築物全
体としての変形能力（耐震壁のせん断
ひずみ等）が終局耐力時の変形等の地
震影響を考慮しても，地震を要因とす
る重大事故等に対する重大事故等対処
施設の機能が維持できる設計とする。
その上で，耐震評価においては，地震
を要因とする重大事故等に対する重大
事故等対処施設の必要な機能が発揮で
きることを確認するため，機能維持に
必要となる施設の部材・部位ごとのせ
ん断ひずみ・応力等に対して，妥当な
安全余裕を有することを確認する。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に
対する荷重又は応力を漸次増大してい
くとき，その変形又はひずみが著しく
増加するに至る限界の 大耐力とし，
既往の実験式等に基づき適切に定める
ものとする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の
耐震設計

V-1-1-4-2-3　地震を要因とする重大事故等に対
する施設の耐震設計

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.6 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

V-1-1-4-1　地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

6. 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

V-1-1-4-2-3　地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

6. 地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計

V-1-1-4-2-3　地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設
計

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設
の耐震設計】
(c)対処する可搬型重大事故等対処設備
 対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界
は，保管する対処する可搬型重大事故等対処設
備の構造を踏まえて設定する。
 取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの
1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが
生じた場合であっても，その量が小さなレベル
に留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，
その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界
に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を
適用する場合は各機能が維持できる許容限界と
する。
上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能
等の維持が必要な設備については，その機能が
維持できる許容限界を適切に設定する。
(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び対
処する常設重大事故等対処設備を設置する建
物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対
処設備を保管する建物・構築物
 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処す
る常設重大事故等対処設備を設置する建物・構
築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備
を保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを
1.2倍した地震力に対し，建物・構築物全体とし
ての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終
局耐力時の変形等の地震影響を考慮しても，地
震を要因とする重大事故等に対する重大事故等
対処施設の機能が維持できる設計とする。その
上で，耐震評価においては，地震を要因とする
重大事故等に対する重大事故等対処施設の必要
な機能が発揮できることを確認するため，機能
維持に必要となる施設の部材・部位ごとのせん
断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を
有することを確認する。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷
重又は応力を漸次増大していくとき，その変形
又はひずみが著しく増加するに至る限界の 大
耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定め
るものとする。
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項目
番号

基本設計方針 要求種別

163

e.許容限界
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に
対する許容限界は，以下のとおりとする。

定義

164

(a) 起因に対し発生防止を期待する設備
起因に対し発生防止を期待する設備となる露出したMOX粉末を取り扱い，
さらに火災源を有するグローブボックスは，閉じ込め機能を維持するた
め，パネルにき裂や破損が生じないこと及び転倒しない設計とする。ま
た，当該グローブボックスの内装機器の落下・転倒防止機能の確保に当
たっては，放射性物質（固体）の閉じ込めバウンダリを構成する容器等
を保持する設備の破損により，容器等が落下又は転倒しない設計とす
る。

定義

165

 上記の閉じ込め機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，
基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた
場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分
な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，
荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持でき
る許容限界とする。
 上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が維持できる許容限界を
適切に設定する。

定義

166

(b)対処する常設重大事故等対処設備
　対処する常設重大事故等対処設備の火災感知機能，消火機能，閉じ込
め機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要
な機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓ
ｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であって
も，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有
し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限
する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界
とする。
　上記構造強度の許容限界のほか，消火機能，閉じ込め機能等の維持が
必要な設備については，その機能が維持できる許容限界を適切に設定す
る。

定義

167

(c)対処する可搬型重大事故等対処設備
 対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界は，保管する対処する可
搬型重大事故等対処設備の構造を踏まえて設定する。
 取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，
塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベル
に留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を
及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適
用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能等の維持が必要な設備に
ついては，その機能が維持できる許容限界を適切に設定する。

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対
処設備を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設
備を保管する建物・構築物
 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設
備を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を
保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，建
物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐
力時の変形等の地震影響を考慮しても，地震を要因とする重大事故等に
対する重大事故等対処施設の機能が維持できる設計とする。その上で，
耐震評価においては，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等
対処施設の必要な機能が発揮できることを確認するため，機能維持に必
要となる施設の部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等に対して，妥当
な安全余裕を有することを確認する。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大し
ていくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の 大耐
力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。

定義

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第2回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第2回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一
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別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

168

8.2.7   可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針
可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処す
るための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対
処するために必要な機能と同時にその重大事故等に対処するために必要
な機能が損なわれることがないことを求められている。
MOX燃料加工施設の重大事故等対処設備の内部火災に対する設計方針につ
いては，「5.火災等による損傷の防止」に示すとおりであり，これを踏
まえた，上記の可搬型重大事故等対処設備に求められる設計方針を達成
するための内部火災に対する防護方針を以下に示す。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

169

(1)  可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止
可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋近傍，外部保管エリ
アは，発火性物質又は引火性物質を内包する設備に対する火災発生防止
を講ずるとともに，発火源に対する対策，水素に対する換気及び漏えい
検出対策及び接地対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の
防止対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

170

(2)  不燃性又は難燃性材料の使用
可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を
使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場
合は，代替材料を使用する設計とする。また，代替材料の使用が技術上
困難な場合は，当該可搬型重大事故等対処設備における火災に起因し
て，他の可搬型重大事故等対処設備の火災が発生することを防止するた
めの措置を講ずる設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

171

(3)  落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止
敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対処設備への影
響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故
等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象とし
て，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火
山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

172

風(台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重大事故等に
対処するために必要な機能を損なうことのないように，自然現象から防
護する設計とすることで，火災の発生を防止する。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

173

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対しては，侵入防止対策
によって影響を受けない設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

174

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発火源とな
り得る自然現象ではなく，火山の影響についても，火山からMOX燃料加工
施設に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮すると，発火
源となり得る自然現象ではない。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

175

したがって，MOX燃料加工施設で火災を発生させるおそれのある自然現象
として，落雷，地震，竜巻(風(台風）を含む）及び森林火災によって火
災が発生しないように，火災防護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 - 第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対す
る防護方針

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対
する防護方針】
・可搬型重大事故等対処設備は，共通要因に
よって設計基準事故に対処するための設備の安
全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故
等に対処するために必要な機能と同時にその重
大事故等に対処するために必要な機能が損なわ
れることがないことを求められている。
MOX燃料加工施設の重大事故等対処設備の内部火
災に対する設計方針については，「5.火災等に
よる損傷の防止」に示すとおりであり，これを
踏まえた，上記の可搬型重大事故等対処設備に
求められる設計方針を達成するための内部火災
に対する防護方針を以下に示す。

・可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋
内，建屋近傍，外部保管エリアは，発火性物質
又は引火性物質を内包する設備に対する火災発
生防止を講ずるとともに，発火源に対する対
策，水素に対する換気及び漏えい検出対策及び
接地対策，並びに電気系統の過電流による過熱
及び焼損の防止対策を講ずる設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不
燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，
不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難
な場合は，代替材料を使用する設計とする。ま
た，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当
該可搬型重大事故等対処設備における火災に起
因して，他の可搬型重大事故等対処設備の火災
が発生することを防止するための措置を講ずる
設計とする。
・敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型
重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度
や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大
事故等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を
与えるおそれがある事象として，地震，津波，
風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落
雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び
塩害を選定する。
・風(台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの
事象に対して重大事故等に対処するために必要
な機能を損なうことのないように，自然現象か
ら防護する設計とすることで，火災の発生を防
止する。
・生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響
に対しては，侵入防止対策によって影響を受け
ない設計とする。
・津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事
象及び塩害は，発火源となり得る自然現象では
なく，火山の影響についても，火山からMOX燃料
加工施設に到達するまでに降下火砕物が冷却さ
れることを考慮すると，発火源となり得る自然
現象ではない。
・したがって，MOX燃料加工施設で火災を発生さ
せるおそれのある自然現象として，落雷，地
震，竜巻(風(台風）を含む）及び森林火災に
よって火災が発生しないように，火災防護対策
を講ずる設計とする。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.7 可搬型重大事故等対処設備の
内部火災に対する防護方針

【2.7 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対す
る防護方針】
・可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって
設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は
常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するた
めに必要な機能と同時にその重大事故等に対処する
ために必要な機能が損なわれることがないことを求
められている。
MOX燃料加工施設の重大事故等対処設備の内部火災
に対する設計方針については，「5.火災等による損
傷の防止」に示すとおりであり，これを踏まえた，
上記の可搬型重大事故等対処設備に求められる設計
方針を達成するための内部火災に対する防護方針を
以下に示す。
・可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建
屋近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は引火性
物質を内包する設備に対する火災発生防止を講ずる
とともに，発火源に対する対策，水素に対する換気
及び漏えい検出対策及び接地対策，並びに電気系統
の過電流による過熱及び焼損の防止対策を講ずる設
計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性
材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材
料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，代
替材料を使用する設計とする。また，代替材料の使
用が技術上困難な場合は，当該可搬型重大事故等対
処設備における火災に起因して，他の可搬型重大事
故等対処設備の火災が発生することを防止するため
の措置を講ずる設計とする。
・敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大
事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進
展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に可
搬型重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがあ
る事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍
結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学
的事象，森林火災及び塩害を選定する。
・風(台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事
象に対して重大事故等に対処するために必要な機能
を損なうことのないように，自然現象から防護する
設計とすることで，火災の発生を防止する。
・生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対
しては，侵入防止対策によって影響を受けない設計
とする。
・津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及
び塩害は，発火源となり得る自然現象ではなく，火
山の影響についても，火山からMOX燃料加工施設に
到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮
すると，発火源となり得る自然現象ではない。
・したがって，MOX燃料加工施設で火災を発生させ
るおそれのある自然現象として，落雷，地震，竜巻
(風(台風）を含む）及び森林火災によって火災が発
生しないように，火災防護対策を講ずる設計とす
る。

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部
火災に対する防護方針】
・可搬型重大事故等対処設備は，共通
要因によって設計基準事故に対処する
ための設備の安全機能又は常設重大事
故等対処設備の重大事故等に対処する
ために必要な機能と同時にその重大事
故等に対処するために必要な機能が損
なわれることがないことを求められて
いる。
MOX燃料加工施設の重大事故等対処設備
の内部火災に対する設計方針について
は，「5.火災等による損傷の防止」に
示すとおりであり，これを踏まえた，
上記の可搬型重大事故等対処設備に求
められる設計方針を達成するための内
部火災に対する防護方針を以下に示
す。

・可搬型重大事故等対処設備を保管す
る建屋内，建屋近傍，外部保管エリア
は，発火性物質又は引火性物質を内包
する設備に対する火災発生防止を講ず
るとともに，発火源に対する対策，水
素に対する換気及び漏えい検出対策及
び接地対策，並びに電気系統の過電流
による過熱及び焼損の防止対策を講ず
る設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，可能
な限り不燃性材料又は難燃性材料を使
用する設計とし，不燃性材料又は難燃
性材料の使用が技術上困難な場合は，
代替材料を使用する設計とする。ま
た，代替材料の使用が技術上困難な場
合は，当該可搬型重大事故等対処設備
における火災に起因して，他の可搬型
重大事故等対処設備の火災が発生する
ことを防止するための措置を講ずる設
計とする。
・敷地及びその周辺での発生の可能
性，可搬型重大事故等対処設備への影
響度，事象進展速度や事象進展に対す
る時間余裕の観点から，重大事故等時
に可搬型重大事故等対処設備に影響を
与えるおそれがある事象として，地
震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高
温，降水，積雪，落雷，火山の影響，
生物学的事象，森林火災及び塩害を選
定する。
・風(台風），竜巻及び森林火災は，そ
れぞれの事象に対して重大事故等に対
処するために必要な機能を損なうこと
のないように，自然現象から防護する
設計とすることで，火災の発生を防止
する。
・生物学的事象のうちネズミ等の小動
物の影響に対しては，侵入防止対策に
よって影響を受けない設計とする。
・津波，凍結，高温，降水，積雪，生
物学的事象及び塩害は，発火源となり
得る自然現象ではなく，火山の影響に
ついても，火山からMOX燃料加工施設に
到達するまでに降下火砕物が冷却され
ることを考慮すると，発火源となり得
る自然現象ではない。
・したがって，MOX燃料加工施設で火災
を発生させるおそれのある自然現象と
して，落雷，地震，竜巻(風(台風）を
含む）及び森林火災によって火災が発
生しないように，火災防護対策を講ず
る設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

7. 可搬型重大事故等対処設備の
内部火災に対する防護方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

168

8.2.7   可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針
可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処す
るための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対
処するために必要な機能と同時にその重大事故等に対処するために必要
な機能が損なわれることがないことを求められている。
MOX燃料加工施設の重大事故等対処設備の内部火災に対する設計方針につ
いては，「5.火災等による損傷の防止」に示すとおりであり，これを踏
まえた，上記の可搬型重大事故等対処設備に求められる設計方針を達成
するための内部火災に対する防護方針を以下に示す。

冒頭宣言

169

(1)  可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止
可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋近傍，外部保管エリ
アは，発火性物質又は引火性物質を内包する設備に対する火災発生防止
を講ずるとともに，発火源に対する対策，水素に対する換気及び漏えい
検出対策及び接地対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の
防止対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言

170

(2)  不燃性又は難燃性材料の使用
可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を
使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場
合は，代替材料を使用する設計とする。また，代替材料の使用が技術上
困難な場合は，当該可搬型重大事故等対処設備における火災に起因し
て，他の可搬型重大事故等対処設備の火災が発生することを防止するた
めの措置を講ずる設計とする。

冒頭宣言

171

(3)  落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止
敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対処設備への影
響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故
等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象とし
て，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火
山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。

冒頭宣言

172

風(台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重大事故等に
対処するために必要な機能を損なうことのないように，自然現象から防
護する設計とすることで，火災の発生を防止する。

冒頭宣言

173

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対しては，侵入防止対策
によって影響を受けない設計とする。

冒頭宣言

174

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発火源とな
り得る自然現象ではなく，火山の影響についても，火山からMOX燃料加工
施設に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮すると，発火
源となり得る自然現象ではない。

冒頭宣言

175

したがって，MOX燃料加工施設で火災を発生させるおそれのある自然現象
として，落雷，地震，竜巻(風(台風）を含む）及び森林火災によって火
災が発生しないように，火災防護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

7. 可搬型重大事故等対処設備の
内部火災に対する防護方針

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部
火災に対する防護方針】
・可搬型重大事故等対処設備は，共通要
因によって設計基準事故に対処するため
の設備の安全機能又は常設重大事故等対
処設備の重大事故等に対処するために必
要な機能と同時にその重大事故等に対処
するために必要な機能が損なわれること
がないことを求められている。
MOX燃料加工施設の重大事故等対処設備
の内部火災に対する設計方針について
は，「5.火災等による損傷の防止」に示
すとおりであり，これを踏まえた，上記
の可搬型重大事故等対処設備に求められ
る設計方針を達成するための内部火災に
対する防護方針を以下に示す。
・可搬型重大事故等対処設備を保管する
建屋内，建屋近傍，外部保管エリアは，
発火性物質又は引火性物質を内包する設
備に対する火災発生防止を講ずるととも
に，発火源に対する対策，水素に対する
換気及び漏えい検出対策及び接地対策，
並びに電気系統の過電流による過熱及び
焼損の防止対策を講ずる設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，可能な
限り不燃性材料又は難燃性材料を使用す
る設計とし，不燃性材料又は難燃性材料
の使用が技術上困難な場合は，代替材料
を使用する設計とする。また，代替材料
の使用が技術上困難な場合は，当該可搬
型重大事故等対処設備における火災に起
因して，他の可搬型重大事故等対処設備
の火災が発生することを防止するための
措置を講ずる設計とする。
・敷地及びその周辺での発生の可能性，
可搬型重大事故等対処設備への影響度，
事象進展速度や事象進展に対する時間余
裕の観点から，重大事故等時に可搬型重
大事故等対処設備に影響を与えるおそれ
がある事象として，地震，津波，風(台
風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，
落雷，火山の影響，生物学的事象，森林
火災及び塩害を選定する。
・風(台風），竜巻及び森林火災は，そ
れぞれの事象に対して重大事故等に対処
するために必要な機能を損なうことのな
いように，自然現象から防護する設計と
することで，火災の発生を防止する。
・生物学的事象のうちネズミ等の小動物
の影響に対しては，侵入防止対策によっ
て影響を受けない設計とする。
・津波，凍結，高温，降水，積雪，生物
学的事象及び塩害は，発火源となり得る
自然現象ではなく，火山の影響について
も，火山からMOX燃料加工施設に到達す
るまでに降下火砕物が冷却されることを
考慮すると，発火源となり得る自然現象
ではない。
・したがって，MOX燃料加工施設で火災
を発生させるおそれのある自然現象とし
て，落雷，地震，竜巻(風(台風）を含
む）及び森林火災によって火災が発生し
ないように，火災防護対策を講ずる設計
とする。

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

176

(4)  早期の火災感知及び消火
火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等対処設備に対する火
災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備
及び消火設備を設置する設計とする。
可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれのある火災を早期に感
知するとともに，火災の発生場所を特定するために，固有の信号を発す
る異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み合わせて
設置する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

177

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等対
処設備に及ばないよう適切に配置する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

178

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じ
た容量の消火剤を備える設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

179

火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及
び化学粉末消防車を配備する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

180

重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルートには，重大事故等が発
生した場合のアクセスルート上の火災に対して初期消火活動ができるよ
う消火器を配備し，初期消火活動については保安規定に定めて,管理す
る。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

181

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災発生時の煙又は放射
線の影響により消火活動が困難となるところには，固定式消火設備を設
置することにより，消火活動が可能な設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

182

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，蓄電池を内蔵した照
明器具を設置する設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

183

(5)  火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の考慮
火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火災感知
及び消火の機能，性能が維持されるよう，凍結，風水害，地震時の地盤
変位を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

基本方針（可搬型重大事
故等対処設備の内部火災
に対する防護方針）

○ 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書

7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対す
る防護方針

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対
する防護方針】
・火災の感知及び消火については，可搬型重大
事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，
早期の火災感知及び消火を行うための火災感知
設備及び消火設備を設置する設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすお
それのある火災を早期に感知するとともに，火
災の発生場所を特定するために，固有の信号を
発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能
を有する機器を組み合わせて設置する設計とす
る。
・消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の
二次的影響が重大事故等対処設備に及ばないよ
う適切に配置する設計とする。
・消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想
定される火災の性質に応じた容量の消火剤を備
える設計とする。
・火災時の消火活動のため，大型化学高所放水
車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を
配備する。
・重大事故等への対処を行う屋内のアクセス
ルートには，重大事故等が発生した場合のアク
セスルート上の火災に対して初期消火活動がで
きるよう消火器を配備し，初期消火活動ができ
る手順を整備する。
・可搬型重大事故等対処設備の保管場所のう
ち，火災発生時の煙又は放射線の影響により消
火活動が困難となるところには，固定式消火設
備を設置することにより，消火活動が可能な設
計とする。
・消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具と
して，蓄電池を内蔵した照明器具を設置する。
・火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然
現象によっても，火災感知及び消火の機能，性
能が維持されるよう，凍結，風水害，地震時の
地盤変位を考慮した設計とする。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書

2.7 可搬型重大事故等対処設備の
内部火災に対する防護方針

【2.7 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対す
る防護方針】
・火災の感知及び消火については，可搬型重大事故
等対処設備に対する火災の影響を限定し，早期の火
災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火
設備を設置する設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれ
のある火災を早期に感知するとともに，火災の発生
場所を特定するために，固有の信号を発する異なる
種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組
み合わせて設置する設計とする。
・消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次
的影響が重大事故等対処設備に及ばないよう適切に
配置する設計とする。
・消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定さ
れる火災の性質に応じた容量の消火剤を備える設計
とする。
・火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，
消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を配備す
る。
・重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルート
には，重大事故等が発生した場合のアクセスルート
上の火災に対して初期消火活動ができるよう消火器
を配備し，初期消火活動ができる手順を整備する。
・可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火
災発生時の煙又は放射線の影響により消火活動が困
難となるところには，固定式消火設備を設置するこ
とにより，消火活動が可能な設計とする。
・消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具とし
て，蓄電池を内蔵した照明器具を設置する。
・火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象
によっても，火災感知及び消火の機能，性能が維持
されるよう，凍結，風水害，地震時の地盤変位を考
慮した設計とする。

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一

第1回申請と同一(記載の適正化)
【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部
火災に対する防護方針】
・火災の感知及び消火については，可
搬型重大事故等対処設備に対する火災
の影響を限定し，早期の火災感知及び
消火を行うための火災感知設備及び消
火設備を設置する設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備に影響を
及ぼすおそれのある火災を早期に感知
するとともに，火災の発生場所を特定
するために，固有の信号を発する異な
る種類の火災感知器又は同等の機能を
有する機器を組み合わせて設置する設
計とする。
・消火設備のうち消火栓，消火器等
は，火災の二次的影響が重大事故等対
処設備に及ばないよう適切に配置する
設計とする。
・消火設備は，可燃性物質の性状を踏
まえ，想定される火災の性質に応じた
容量の消火剤を備える設計とする。
・火災時の消火活動のため，大型化学
高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び
化学粉末消防車を配備する。
・重大事故等への対処を行う屋内のア
クセスルートには，重大事故等が発生
した場合のアクセスルート上の火災に
対して初期消火活動ができるよう消火
器を配備し，初期消火活動ができる手
順を整備する。
・可搬型重大事故等対処設備の保管場
所のうち，火災発生時の煙又は放射線
の影響により消火活動が困難となると
ころには，固定式消火設備を設置する
ことにより，消火活動が可能な設計と
する。
・消火設備の現場盤操作等に必要な照
明器具として，蓄電池を内蔵した照明
器具を設置する。
・火災感知設備及び消火設備は，地震
等の自然現象によっても，火災感知及
び消火の機能，性能が維持されるよ
う，凍結，風水害，地震時の地盤変位
を考慮した設計とする。

第1回申請と同一(記載の適正化)
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

7. 可搬型重大事故等対処設備の
内部火災に対する防護方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

176

(4)  早期の火災感知及び消火
火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等対処設備に対する火
災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備
及び消火設備を設置する設計とする。
可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれのある火災を早期に感
知するとともに，火災の発生場所を特定するために，固有の信号を発す
る異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み合わせて
設置する設計とする。

冒頭宣言

177

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等対
処設備に及ばないよう適切に配置する設計とする。

冒頭宣言

178

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じ
た容量の消火剤を備える設計とする。

冒頭宣言

179

火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及
び化学粉末消防車を配備する設計とする。

冒頭宣言

180

重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルートには，重大事故等が発
生した場合のアクセスルート上の火災に対して初期消火活動ができるよ
う消火器を配備し，初期消火活動については保安規定に定めて,管理す
る。

冒頭宣言

181

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災発生時の煙又は放射
線の影響により消火活動が困難となるところには，固定式消火設備を設
置することにより，消火活動が可能な設計とする。

冒頭宣言

182

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，蓄電池を内蔵した照
明器具を設置する設計とする。

冒頭宣言

183

(5)  火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の考慮
火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火災感知
及び消火の機能，性能が維持されるよう，凍結，風水害，地震時の地盤
変位を考慮した設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

〇 -
基本方針（可搬型重大事故等対処設
備）

-

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する
説明書

7. 可搬型重大事故等対処設備の
内部火災に対する防護方針

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部
火災に対する防護方針】
・火災の感知及び消火については，可搬
型重大事故等対処設備に対する火災の影
響を限定し，早期の火災感知及び消火を
行うための火災感知設備及び消火設備を
設置する設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備に影響を及
ぼすおそれのある火災を早期に感知する
とともに，火災の発生場所を特定するた
めに，固有の信号を発する異なる種類の
火災感知器又は同等の機能を有する機器
を組み合わせて設置する設計とする。
・消火設備のうち消火栓，消火器等は，
火災の二次的影響が重大事故等対処設備
に及ばないよう適切に配置する設計とす
る。
・消火設備は，可燃性物質の性状を踏ま
え，想定される火災の性質に応じた容量
の消火剤を備える設計とする。
・火災時の消火活動のため，大型化学高
所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学
粉末消防車を配備する。
・重大事故等への対処を行う屋内のアク
セスルートには，重大事故等が発生した
場合のアクセスルート上の火災に対して
初期消火活動ができるよう消火器を配備
し，初期消火活動ができる手順を整備す
る。
・可搬型重大事故等対処設備の保管場所
のうち，火災発生時の煙又は放射線の影
響により消火活動が困難となるところに
は，固定式消火設備を設置することによ
り，消火活動が可能な設計とする。
・消火設備の現場盤操作等に必要な照明
器具として，蓄電池を内蔵した照明器具
を設置する設計とする。
・火災感知設備及び消火設備は，地震等
の自然現象によっても，火災感知及び消
火の機能，性能が維持されるよう，凍
結，風水害，地震時の地盤変位を考慮し
た設計とする。

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一

第3回申請と同一
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基本設計方針の添付書類への展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

第1章　共通項目
8.  設備に対する要求
8.2   重大事故等対処設備
8.2.1   重大事故等対処設備に対する設計方針
MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，重大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止するため，及びMOX燃
料加工施設を設置する事業所（再処理事業所）外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために，重大事故等対処設備を設けるとともに，必要な運用上の措置等を講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針

2

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件を考慮した上で期待する機能が発揮できる設計とする。また，重大事故等対処設備が機能を発揮するために必要な系統(供給源から供給先まで，経路を
含む。)で構成する。

冒頭宣言 基本方針

3

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設と共用することにより安全性が向上し，か
つ，MOX燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設計とする。重大事故等対処設備を共用する場合には，再処理施設の重大事故等への対処を考慮した個数及び容量を確保する。
また，同時に発生する再処理施設の重大事故等による環境条件の影響について考慮する。

冒頭宣言 基本方針

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的
要件（重大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，
同じ敷地内に設置する再処理施設と共用することにより安全性が
向上し，かつ，MOX燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼ
さない場合には共用できる設計とする。重大事故等対処設備を共
用する場合には，再処理施設の重大事故等への対処を考慮した個
数及び容量を確保する。また，同時に発生する再処理施設の重大
事故等による環境条件の影響について考慮する。

4

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外部からの影響による機能喪失の要因となる事象(以下「外的事象」という。)を要因とする重大事故等に対処するものについて，
常設のものと可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。

冒頭宣言 基本方針

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処
するものと外部からの影響による機能喪失の要因となる事象(以
下「外的事象」という。)を要因とする重大事故等に対処するも
のについて，常設のものと可搬型のものがあり，以下のとおり分
類する。

5

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち常設のものをいう。また，常設重大事故等対処設備であって耐震重要施設に属する安全機能を有する施設が有する機能を代替するものを「常設耐震重
要重大事故等対処設備」，常設重大事故等対処設備であって常設耐震重要重大事故等対処設備以外のものを「常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備」という。
可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち可搬型のものをいう。

定義 基本方針

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
(1)常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち常設
のものをいう。
(2)常設重大事故等対処設備であって耐震重要施設に属する安全
機能を有する施設が有する機能を代替するものを「常設耐震重要
重大事故等対処設備」，常設重大事故等対処設備であって常設耐
震重要重大事故等対処設備以外のものを「常設耐震重要重大事故
等対処設備以外の常設重大事故等対処設備」という。
(3)可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち可
搬型のものをいう。
・重大事故等対処設備の設備分類の一覧を示す。

※各回次にて重大事故等対処設備が申請されるごとに一覧を拡充
する。

7

8.2.2   共通要因故障に対する考慮等
(1)　共通要因故障に対する考慮
重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計とする。共通要因としては，重大事故等における条件，自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響及び事業(変更)許可を受けた設計基準事故におい
て想定した条件より厳しい条件を要因とした事象を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

【3. 共通要因故障に対する考慮等(1) 共通要因故障に対する考
慮】
重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計とする。
共通要因としては，重大事故等における条件，自然現象，人為事
象，周辺機器等からの影響及び事業(変更)許可を受けた設計基準
事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした事象を考
慮する。

8

共通要因のうち重大事故等における条件については，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

【3. 共通要因故障に対する考慮等(1) 共通要因故障に対する考
慮】
共通要因のうち重大事故等における条件については，想定される
重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及
び荷重を考慮する。

9

共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せについては，地
震，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

【3. 共通要因故障に対する考慮等(1) 共通要因故障に対する考
慮】
共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風(台風），竜
巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事
象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せ
については，地震，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を考
慮する。

10

共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定する。故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて
は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講ずることとする。

冒頭宣言 基本方針

【3. 共通要因故障に対する考慮等(1) 共通要因故障に対する考
慮】
共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒ガス，敷地内
における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び
爆発を選定する。故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ
ムについては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講ずるこ
ととする。

11

共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢水，火災による波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

【3. 共通要因故障に対する考慮等(1) 共通要因故障に対する考
慮】
共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢水，火災に
よる波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。

12

共通要因のうち事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

【3. 共通要因故障に対する考慮等(1) 共通要因故障に対する考
慮】
共通要因のうち事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想
定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震の影響を
考慮する。

＜重大事故等対処設備の設計方針の添付書類への展開＞
⇒重大事故等対処設備の設計方針の他条文への展開方針について
補足説明する。
・[補足重事11]重大事故等対処設備の設計方針の他添付書類への
展開

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
・重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，製作及び検査にあ
たっては，現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとする
が，必要に応じて，使用実績があり，信頼性の高い国外規格及び
基準によるものとする。
重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，保安規定に基づく
要領類に従い，施設管理計画における保全プログラムを策定し，
設備の維持管理を行う。なお，重大事故等対処設備を構成する設
備,機器のうち，一般消耗品又は設計上交換を想定している部品
(安全に係わる設計仕様に変更のないもので，特別な工事を要さ
ないものに限る。)及び通信連絡設備，安全避難通路(照明設備)
等の「原子力施設の保安のための業務に係わる品質管理に必要な
体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品について
は，適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。
・MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生
した場合において，重大事故の発生を防止するために，また，重
大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止するた
め，及びMOX燃料加工施設を設置する事業所（再処理事業所）外
への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために，必要な運
用上の措置等を講ずることを保安規定に定めて，管理する。
なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及び保障措置の設備
は，設備間において相互影響を考慮した設計とする。

1. 概要
2. 重大事故等対処設備に対する設計方針

基本方針

基本方針運用要求

 重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，製作及び検査にあたっては，現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとするが，必要に応じて，使用実績があり，信頼性の高い国外規格及び基準によるも
のとする。
重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，保安規定に基づく要領類に従い，施設管理計画における保全プログラムを策定し，設備の維持管理を行う。なお，重大事故等対処設備を構成する設備,機器のう
ち，一般消耗品又は設計上交換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に変更のないもので，特別な工事を要さないものに限る。)及び通信連絡設備，安全避難通路(照明設備)等の「原子力施設の保安の
ための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については，適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。
 MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，重大事故の発生を防止するために，また，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止するため，及びMOX燃
料加工施設を設置する事業所（再処理事業所）外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために，必要な運用上の措置等を講ずることを保安規定に定めて，管理する。
なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及び保障措置の設備は，設備間において相互影響を考慮した設計とする。

6

展開先（小項目）
Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

【1. 概要】
本項目は，「加工施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基
準規則」という。）第30条及び第32条から第39条に基づき，重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健全性について説
明するものである。
【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
・MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生
した場合において，重大事故の発生を防止するために，また，重
大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止するた
め，及びMOX燃料加工施設を設置する事業所（再処理事業所）外
への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために，重大事故
等対処設備を設けるとともに，必要な運用上の措置等を講ずる設
計とする。
・重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件を考慮
した上で期待する機能が発揮できる設計とする。また，重大事故
等対処設備が機能を発揮するために必要な系統(供給源から供給
先まで，経路を含む。)で構成する。

基本方針（共通要
因故障に対する考

慮等）

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮

＜重大事故等対処設備の共通要因故障に対する考慮＞
⇒各重大事故等対処設備の共通要因故障に対する設計上の考慮，
健全性及び設計について補足説明する。
・[補足重事1]第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処
設備の健全性評価）

⇒可搬型重大事故等対処設備は，共通要因故障に対する設計上の
考慮，健全性及び設計を説明するにあたり，再処理事業所の敷地
周辺で想定される自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響並
びに事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件
より厳しい条件の要因となる事象を考慮し，健全性を確保するた
めの手段として位置的分散を図り複数個所に分散して配置するた
め、可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所について補足説
明する。
・[補足重事2]可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所

⇒各重大事故等対処設備の保管・配置場所を説明するにあたり，
各重大事故等対処設備について一覧表を用いて補足説明する。
・[補足重事3]主要な重大事故等対処設備一覧表
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基本設計方針の添付書類への展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

13

a.　常設重大事故等対処設備
  常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事
象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合における環境条件に対して健全性を確保することにより，信頼性が十分に高い設計とする。

冒頭宣言 基本方針

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　a. 常設重大事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対
処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ
れがないよう，内的事象を要因とする重大事故等に対処するもの
と外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対
して想定される重大事故等が発生した場合における環境条件に対
して健全性を確保することにより，信頼性が十分に高い設計とす
る。

14

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，
安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。その他の常設重大事故等対処設備についても，可能な限り多様性，独立性，位置
的分散を考慮した設計とする。

冒頭宣言 基本方針

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　a. 常設重大事故等対処設備】
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事
故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施
設と兼用する常設重大事故等対処設備は，代替設備により必要な
機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行う
こと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせるこ
とにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な
機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行う
こと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定
めて，管理する。その他の常設重大事故等対処設備についても，
可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮した設計とする。

15

なお，事業（変更）許可を受けたとおり，MOX燃料加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象であるグローブ
ボックス内での火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故への連鎖は想定されないことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間での重大事故等対処設備の共用は行わない
設計とする。

冒頭宣言 基本方針

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　a. 常設重大事故等対処設備】
なお，事業（変更）許可を受けたとおり，MOX燃料加工施設で発
生する重大事故は，「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」の
みであり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象であ
るグローブボックス内での火災によりMOX粉末等の集積等が発生
することはなく臨界事故への連鎖は想定されないことから，同時
に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間での重大事故等対
処設備の共用は行わない設計とする。

16

　重大事故等における条件に対して常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

冒頭宣言 基本方針

【3. 共通要因故障に対する考慮等　(1) 共通要因故障に対する
考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
重大事故等における条件に対して常設重大事故等対処設備は，想
定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，
放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とす
る。

17

　常設重大事故等対処設備は，「2.  地盤」に基づく地盤に設置し，地震，津波及び火災に対しては，「3.1   地震による損傷の防止」，「3.2   津波による損傷の防止」及び「5.  火災等による損傷の防
止」に基づく設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針

18

事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する常設重大事
故等対処設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。

冒頭宣言 基本方針

19

また，溢水及び火災に対して常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　a. 常設重大事故等対処設備】
溢水及び火災に対して常設重大事故等対処設備は，設計基準事故
に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれる
おそれがないよう，健全性を確保する設計とする。

20

　常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近
隣工場等の火災及び爆発に対する健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　a. 常設重大事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降
水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，
航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁
的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対する健全性を確保する設
計とする。

21

　周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対して，回転羽の損壊により飛散物を発生させる回転機器について回転体の飛散を防止する設計とし，常設重大事故等対処設備が機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　a. 常設重大事故等対処設備】
・周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対して常設重大
事故等対処設備は，回転羽の損壊により飛散物を発生させる回転
機器について回転体の飛散を防止する設計とし，また，設計基準
事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわ
れるおそれがないよう，位置的分散を図ることで重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・周辺機器等からの影響のうち地震に対して常設重大事故等対処
設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって機能を
損なわない設計とする。

22

　環境条件に対する健全性については，「8.2.4　環境条件等」に基づく設計とする。

冒頭宣言 基本方針

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　a. 常設重大事故等対処設備】
重大事故等における条件，自然現象，人為事象，周辺機器等から
の影響及び設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を
要因とした外的事象に対する健全性については，「4.　環境条件
等」に示す。また，常設重大事故等対処設備の機能と多様性，独
立性，位置的分散を考慮する設備を「8.　系統施設毎の設計上の
考慮」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

基本方針（共通要
因故障に対する考
慮等（常設重大事
故等対処設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

3. 共通要因故障に対する考慮等
(1) 共通要因故障に対する考慮
a. 常設重大事故等対処設備

＜重大事故等対処設備の共通要因故障に対する考慮＞
⇒各重大事故等対処設備の共通要因故障に対する設計上の考慮，
健全性及び設計について補足説明する。
・[補足重事1]第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処
設備の健全性評価）

⇒可搬型重大事故等対処設備は，共通要因故障に対する設計上の
考慮，健全性及び設計を説明するにあたり，再処理事業所の敷地
周辺で想定される自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響並
びに事業（変更）許可を受けた設計基準事故において想定した条
件より厳しい条件の要因となる事象を考慮し，健全性を確保する
ための手段として位置的分散を図り複数個所に分散して配置する
ため、可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所について補足
説明する。
・[補足重事2]可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所

⇒各重大事故等対処設備の保管・配置場所を説明するにあたり，
各重大事故等対処設備について一覧表を用いて補足説明する。
・[補足重事3]主要な重大事故等対処設備一覧表

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　a. 常設重大事故等対処設備】
・常設重大事故等対処設備は，「Ⅲ 耐震性に関する説明書」の
うち「Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針」に基づ
く地盤に設置し，地震，津波及び火災に対しては，「Ⅲ 耐震性
に関する説明書」，「Ｖ－１－１－１－６　津波への配慮に関す
る説明書」及び「Ｖ－１－１－６　火災及び爆発の防止に関する
説明書」に基づく設計とする。
・事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件よ
り厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を要因
とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待す
る常設重大事故等対処設備は，「6. 地震を要因とする重大事故
等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。
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23

b.　可搬型重大事故等対処設備
　可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそ
れがないよう内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合における環境条件に対して健全性を
確保すること，位置的分散を図ることにより信頼性が十分に高い設計とする。その他の可搬型重大事故等対処設備についても，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮した設計とする。 冒頭宣言

基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

24

なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX燃料加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象であるグローブボッ
クス内での火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故への連鎖は想定されないことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間での重大事故等対処設備の共用は行わない設計
とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

25

　可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考
慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

26

　重大事故等における条件に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　b. 可搬型重大事故等対処設備】
可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等における条件として想
定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，
放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とす
る。

27

　屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「2.  地盤」に基づく地盤に設置された建屋等に位置的分散することにより，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の
重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないように保管する設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　b. 可搬型重大事故等対処設備】
・屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅲ－１－１－
２　地盤の支持性能に係る基本方針」に基づく地盤に設置された
建屋等に位置的分散することにより，設計基準事故に対処するた
めの設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に
対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれ
がないように保管する設計とする。

28

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「3.1  地震による損傷の防止」に示す地震により，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の措置をするとともに，「3.1　地震による損傷の防
止」の地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等により必要な機能を喪失しない複数の保管場所に位
置的分散することにより，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないように保管する
設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

【3. 共通要因故障に対する考慮  (1) 共通要因故障に対する考
慮　b. 可搬型重大事故対処設備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅲ　耐震性に関
する説明書」に示す地震により，転倒しないことを確認する，又
は必要により固縛等の措置をするとともに，「Ⅲ　耐震性に関す
る説明書」の地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は
揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の
不足，地中埋設構造物の損壊等により必要な機能を喪失しない複
数の保管場所に位置的分散することにより，設計基準事故に対処
するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事
故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれる
おそれがないように保管する設計とする。

30

溢水，火災及び内部発生飛散物に対して可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機
能が損なわれるおそれがないよう，位置的分散を図る設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　b. 可搬型重大事故等対処設備】
溢水，火災及び内部発生飛散物に対して可搬型重大事故等対処設
備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重
大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同
時にその機能が損なわれるおそれがないよう，位置的分散を図る
設計とする。

31

　屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏え
い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管し，かつ，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の
重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所に保管する設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　b. 可搬型重大事故等対処設備】
屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，
凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森
林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質
の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して，外
部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保管し，か
つ，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大
事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時
にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対処
するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異
なる場所に保管する設計とする。

32

　屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処
設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する建屋の外壁から100ｍ以上の離隔
距離を確保した場所に保管するとともに異なる場所にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　b. 可搬型重大事故等対処設備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事
象及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対し
て，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大
事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時
にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対処
するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する建屋の外
壁から100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管するとともに
異なる場所にも保管することで位置的分散を図る設計とする。

33

　屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏え
い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　b. 可搬型重大事故等対処設備】
・屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜
巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事
象，森林火災，塩害，人為事象の航空機落下，有毒ガス，敷地内
における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び
爆発に対して健全性を確保する設計とする。

29

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する可搬
型重大事故等対処設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。
　津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，「3.2   津波による損傷の防止」に示す津波による影響を受けない位置に設置する設計とする。
　また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響を受けるおそれのない場所を選定することとし，使用時に津波による影響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津波に対して重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「5．火災等による損傷の防止」に基づく設計とするとともに，「8.2.7 　可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行う設
計とする。

基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）
冒頭宣言

【3. 共通要因故障に対する考慮  (1) 共通要因故障に対する考
慮　b. 可搬型重大事故対処設備】
・また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した
条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震
を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を
期待する可搬型重大事故等対処設備は，「6. 地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。
・津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所について
は，「Ｖ－１－１－１－６　津波への配慮に関する説明書」に示
す津波による影響を受けない位置に保管する設計とする。また，
可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響を受ける
おそれのない場所を選定することとし，使用時に津波による影響
を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津波に対して重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－６
火災及び爆発の防止に関する説明書」に基づく設計とするととも
に，「7. 　可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護
方針」に基づく火災防護を行う設計とする。

基本方針（共通要因
故障に対する考慮等
（可搬型重大事故等
対処設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

3. 共通要因故障に対する考慮
(1) 共通要因故障に対する考慮
b. 可搬型重大事故等対処設備
c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　b. 可搬型重大事故等対処設備】
・可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故
に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の
重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損な
われるおそれがないよう内的事象を要因とする重大事故等に対処
するものと外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそれ
ぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合における環境
条件に対して健全性を確保すること，位置的分散を図ることによ
り信頼性が十分に高い設計とする。その他の可搬型重大事故等対
処設備についても，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考
慮した設計とする。
・なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX燃料加工施設で発
生する重大事故は，「核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」の
みであり，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で
の重大事故等対処設備の共用は行わない設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象
又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，設計基準
事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他
の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所
に保管する設計とする。

＜重大事故等対処設備の共通要因故障に対する考慮＞
⇒各重大事故等対処設備の共通要因故障に対する設計上の考慮，
健全性及び設計について補足説明する。
・[補足重事1]第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処
設備の健全性評価）

⇒可搬型重大事故等対処設備は，共通要因故障に対する設計上の
考慮，健全性及び設計を説明するにあたり，再処理事業所の敷地
周辺で想定される自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響並
びに事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件
より厳しい条件の要因となる事象を考慮し，健全性を確保するた
めの手段として位置的分散を図り複数個所に分散して配置するた
め、可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所について補足説
明する。
・[補足重事2]可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所

⇒各重大事故等対処設備の保管・配置場所を説明するにあたり，
各重大事故等対処設備について一覧表を用いて補足説明する。
・[補足重事3]主要な重大事故等対処設備一覧表
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34

　環境条件に対する健全性については，「8.2.4　環境条件等」に基づく設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　b. 可搬型重大事故等対処設備】
重大事故等における条件，自然現象，人為事象，周辺機器等から
の影響及び設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を
要因とした外的事象に対する健全性については，「4.　環境条件
等」に示す。また，可搬型重大事故等対処設備の機能と多様性，
独立性，位置的分散を考慮する設備を「8. 系統施設ごとの設計
上の考慮」に示す。

35

c.　可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口
MOX燃料加工施設における重大事故等の対処においては，建屋等の外から可搬型重大事故等対処設備を常設重大事故等対処設備に接続して水又は電力を供給する必要のない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設・

可搬型接続）

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考
慮　c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の
接続口】
MOX燃料加工施設における重大事故等の対処においては，建屋等
の外から可搬型重大事故等対処設備を常設重大事故等対処設備に
接続して水又は電力を供給する必要のない設計とする。

36

(2)  悪影響防止
　重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備，再処理施設及び再処理施設の重大事故等対処設備を含む。）に対して悪影
響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

37

　重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を考慮し，他の設備への影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響(電気的な影響を含む。），内部発生飛散物による影響並びに
竜巻により飛来物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

39

　可搬型放水砲については，燃料加工建屋への放水により，当該設備の使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（重大事
故等対処設備のう
ち水供給設備）

40

　重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影響については，回転機器の破損を想定し，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（重大事
故等対処設備）

42

　重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設と共用することにより安全性が向上し，
かつ，MOX燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設計とする。

冒頭宣言
基本方針（重大事
故等対処設備）

3. 共通要因故障に対する考慮等
(2) 悪影響防止

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防止】
重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的
要件（重大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ，
同じ敷地内に設置する再処理施設と共用することにより安全性が
向上し，かつ，MOX燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼ
さない場合には共用できる設計とする。

＜重大事故等対処設備の悪影響防止＞
⇒重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用するものが，そ
れぞれ共用によって機能を損なわないことを必要な個数，容量等
の確保により満足していることを具体的に示すことより補足説明
する。
・[補足重事4]重大事故等対処設備の共用対象一覧

38

　系統的な影響について，重大事故等対処設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前(通常時）の隔
離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系
統構成で重大事故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（重大事
故等対処設備）

41

　重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影響については，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置又は保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする，又は，風荷
重を考慮し，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は必要に応じて固縛等の措置をとることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（重大事
故等対処設備）

56

8.2.4 環境条件等
(1)　環境条件
重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿
度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場所)及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な設計とする。 冒頭宣言 基本方針

57

　重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧力，湿度，放射線，荷重に加えて，重大事故による環境の変化を考慮した環境温度，環境圧力，環境湿度による影響，重大事故等時に汽
水を供給する系統への影響，自然現象による影響，人為事象の影響及び周辺機器等からの影響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

58

　荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧力及び自然現象による荷重を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

59

　自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処
設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。

冒頭宣言 基本方針

60

自然現象による荷重の組合せについては，地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

61

　人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処
設備に影響を与えるおそれのある事象として，敷地内における化学物質の漏えい及び電磁的障害を選定する。なお，これらの自然現象及び人為事象については，設計基準対象施設について考慮する「3.3外部
からの衝撃による損傷の防止」に示す条件を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

62

　重大事故等の要因となるおそれとなる事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

63

　周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水による波及的影響及び内部発生飛散物を考慮する。
　また，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等による影響についても考慮する。

冒頭宣言 基本方針

3. 共通要因故障に対する考慮等
(2) 悪影響防止

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防止】
・系統的な影響について，重大事故等対処設備は，弁等の操作に
よって安全機能を有する施設として使用する系統構成から重大事
故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前
(通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続
により重大事故等対処設備としての系統構成とすること，他の設
備から独立して単独で使用可能なこと，安全機能を有する施設と
して使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使
用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。
・重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影響について
は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に設置
又は保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る，又は，風荷重を考慮し，屋外に保管する可搬型重大事故等対
処設備は必要に応じて固縛等の措置をとることで，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

基本方針（環境条
件等）

4. 環境条件等
(1) 環境条件

【4. 環境条件等　(1)環境条件】
・重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対
処するものと外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそ
れぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合における温
度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発
揮できるよう，その設置場所(使用場所)及び保管場所に応じた耐
環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な設計とする。
・重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温
度，圧力，湿度，放射線及び荷重に加えて，重大事故による環境
の変化を考慮した環境温度，環境圧力，環境湿度による影響，重
大事故等時に汽水を供給する系統への影響，自然現象による影
響，人為事象の影響及び周辺機器等並びに設計基準事故において
想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震による
影響を考慮する。
・荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重
に加えて，環境温度，環境圧力(以下「重大事故等時に生ずる荷
重」という。)及び自然現象(地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火
山の影響)による荷重を考慮する。
・自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺
での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速
度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大
事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，
津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山
の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。
・自然現象による荷重の組合せについては，地震，風(台風），
竜巻，積雪及び火山の影響を考慮する。

【4. 環境条件等　(1)環境条件】
・人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺
での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象進展速
度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大
事故等対処設備に影響を与えるおそれのある事象として，敷地内
における化学物質の漏えい及び電磁的障害を選定する。なお，こ
れらの自然現象及び人為事象については，設計基準対象施設につ
いて考慮する「Ⅴ－１－１－１ 自然現象等による損傷の防止に
関する説明書」に示す条件を考慮する。
なお，人為事象のうち，有毒ガスとして想定される六ケ所ウラン
濃縮工場から漏えいする有毒ガスについては重大事故等対処設備
に対して影響を及ぼすことはないことから考慮は不要である。人
為事象のうち，航空機落下については，外部からの衝撃による損
傷の防止が図られた燃料加工建屋内に設置するか，又は設計基準
に対処するための設備の安全機能と同時にその機能がそこなわれ
るおそれがないよう，位置的分散を図る。燃料加工建屋の航空機
落下に対する設計は「Ｖ－１－１－１－５ 航空機に対する防護
設計に関する説明書」に示す。
・事業(変更)許可を受けた重大事故等の要因となるおそれとなる
設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした
外的事象の地震の影響を考慮する。
・周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水による波及
的影響及び内部発生飛散物を考慮する。
また，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故
等による影響についても考慮する。

基本方針（共通要
因故障に対する考
慮等（常設・可搬
型接続））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

3. 共通要因故障に対する考慮
(1) 共通要因故障に対する考慮
b. 可搬型重大事故等対処設備
c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口

※補足すべき事項の対象なし

基本方針（悪影響
防止）

3. 共通要因故障に対する考慮等
(2) 悪影響防止

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防止】
・重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備(安全機能
を有する施設，当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設
備，再処理施設及び再処理施設の重大事故等対処設備を含む。）
に対して悪影響を及ぼさない設計とする。
・重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を考慮し，他
の設備への影響としては，重大事故等対処設備使用時及び待機時
の系統的な影響(電気的な影響を含む。），内部発生飛散物によ
る影響並びに竜巻により飛来物となる影響を考慮し，他の設備の
機能に悪影響を及ぼさない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

3. 共通要因故障に対する考慮等
(2) 悪影響防止

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防止】
・可搬型放水砲については，燃料加工建屋への放水により，当該
設備の使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
・重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影響について
は，高速回転機器の破損を想定し，回転体が飛散することを防ぐ
ことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
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64

a. 常設重大事故等対処設備
　常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場所）に応じた耐環境性を
有する設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

65

閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重大事故等対処設備は，重大事故等時における建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

66

　重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水するコンクリート構造物については，腐食を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を
通水するコンクリート構造物については，腐食を考慮した設計と
する。

67

　地震に対して常設重大事故等対処設備は，「3.1　地震による損傷の防止」に記載する地震力による荷重を考慮して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
地震に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅲ 耐震性に関する
説明書」に記載する地震力による荷重を考慮して，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。

68

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する常設
重大事故等対処設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

69

さらに，地震に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒に
よる損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

70

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，地震により機能が損なわれる場
合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

71

溢水に対して常設重大事故等対処設備は，想定する溢水量に対して，機能を損なわない高さへの設置，被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
溢水に対して常設重大事故等対処設備は，想定する溢水量に対し
て，機能を損なわない高さへの設置，被水防護を行うことによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，常設重大事故等対処設備のうち，溢水によって必要
な機能が損なわれない静的な構築物，系統及び機器を除く設備が
没水，被水等の影響を受けて機能を損なわない設計とする。想定
する溢水量に対する評価方針及び評価結果については，「Ｖ－１
－１－７　加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説
明書」に示す。

72

火災に対して常設重大事故等対処設備は，「5.  火災等による損傷の防止」に基づく設計とすることにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

73

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水及び火災による損傷を考慮し
て，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

74

　津波に対して常設重大事故等対処設備は，「3.2　津波による損傷の防止」に基づく設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
津波に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－１－６
津波への配慮に関する説明書」に基づく設計とする。

75

　屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響に対して外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊
急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に設置し，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高
温，降水，積雪及び火山の影響に対して外部からの衝撃による損
傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所，第２保管
庫・貯水所，緊急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に
設置し，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
・常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した
場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その
機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場所）に応じ
た耐環境性を有する設計とする。
閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重大事故等対処設備は，
重大事故等時における建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても
機能を損なわない設計とする。

＜重大事故等対処設備の環境条件等＞
⇒重大事故等対処設備に対して事故時に想定される圧力，温度，
湿度，放射線を評価するにあたり，どのような条件で設定したの
か補足説明する。
・[補足重事6]設定する環境条件及び環境条件の設定に係る考慮
事項

⇒重大事故等対処設備が圧力，温度，湿度，放射線それぞれに対
して健全であることを示すための評価手法について補足説明す
る。
・[補足重事7]環境条件に対する健全性評価手法

⇒重大事故等対処設備が，それぞれ事故時に想定される圧力，温
度，湿度，放射線に対して健全であることを実証実験により評価
した結果ついて補足説明する。
・[補足重事8]環境条件に対する重大事故等対処設備の健全性評
価に用いた実証実験

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

※補足すべき事項の対象なし

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
・また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した
条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震
を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を
期待する常設重大事故等対処設備は，「6.　地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。
・さらに，地震に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周
辺の機器等からの波及的影響によって重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の
落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下
防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大
事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する
施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，地震により機能が損
なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全
上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止
等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわな
い設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全
上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止
すること等については，保安規定に定めて，管理する。

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】】
火災に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－６　火
災及び爆発の防止に関する説明書」に基づく設計とすることによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大
事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する
施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水，火災による損
傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全
上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止
等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわな
い設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全
上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止
すること等については，保安規定に定めて，管理する。
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77

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，凍結防止対策，高温防止対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

78

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，積雪，火山の
影響，凍結，高温及び降水により機能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ
ることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，
管理する。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

79

落雷に対して外部電源系統からの電気の供給の停止及び非常用所内電源設備からの電源の喪失（以下「全交流電源喪失」という。）を要因とせずに発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備
は，直撃雷及び間接雷を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

80

直撃雷に対して，当該設備自体が構内接地網と連接した避雷設備を有する設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

81

間接雷に対して，雷サージによる影響を軽減することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

82

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，落雷により機能が損なわれる場
合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 冒頭宣言

基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

83

生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１
－１－１　自然現象等への配慮に関する説明書」にて選定する対
象生物の侵入に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。具体的には，これら生物の侵入を防止又は抑
制することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

84

森林火災に対して常設重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

85

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，常設重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，森林火災発生時に消防車による事
前散水による延焼防止を図るとともに代替設備により機能を損なわない設計とする。消防車による事前散水を含む防護計画を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

86

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系への除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

87
また，屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は受電開閉設備の絶縁性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
・落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに発生する重大事故
等に対処する常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１
自然現象等への配慮に関する説明書」にて設定する雷撃電流に対
して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。具体的には，直撃雷及び間接雷を考慮した設計を行う。直撃
雷に対して，当該設備は当該設備自体が構内接地網と連接した避
雷設備を有する設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備を
有する建屋等に設置する。間接雷に対して，当該設備は雷サージ
による影響を軽減できる設計とする。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大
事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する
施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，落雷により機能が損
なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全
上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止
等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわな
い設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全
上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止
すること等については，保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
・森林火災に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－
１－３　外部火災への配慮に関する説明書」にて設定する輻射強
度を考慮し，防火帯の内側に設置することにより，重大事故等へ
の対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，森林火災か
らの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保
等により，常設重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。
具体的には，常設重大事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外
の常設重大事故等対処設備は，森林火災からの輻射強度の影響に
対し，建屋等又は屋外の常設重大事故等対処設備の表面温度が許
容温度となる危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離
を確保する。また，常設重大事故等対処設備を収納する建屋等
は，近隣工場等の火災，爆発に対し，危険距離を算出し，その危
険距離を上回る離隔距離が確保されていることを確認する。
常設重大事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外の常設重大事
故等対処設備に対する輻射強度の算出，危険距離の算出等の評価
方針については，「Ｖ－１－１－１－４－３　外部火災防護への
配慮が必要な施設の評価方針」に基づくものとし，離隔距離の確
保に関する評価条件及び評価結果を「Ｖ－１－１－１－３－４
外部火災防護における評価結果」に示す。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大
事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する
施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，森林火災発生時に消
防車による事前散水による延焼防止を図るとともに代替設備によ
り機能を損なわない設計とする。消防車による事前散水を含む火
災防護計画を保安規定に定めて，管理する。

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
塩害に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１
自然現象等への配慮に関する説明書」にて考慮する影響に対し
て，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，屋内の常設重大事故等対処設備は，換気設備及び非
管理区域の換気空調設備の給気系へ海塩粒子除去の機能を有する
捕集率85%以上(JIS Z 8901 試験用紛体11種 粒径約2μm)の除塩
フィルタ及び粒子フィルタの設置により，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。また，屋外の常設重大事故
等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は受電開
閉設備の絶縁性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
・凍結に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－
１　自然現象等への配慮に関する説明書」にて設定する凍結にお
いて考慮する外気温に対して，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。具体的には，屋内の常設重大事故等対
処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内に設置すること
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。また，屋外の常設重大事故等対処設備は，凍結防止対策によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・高温に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－
１　自然現象等への配慮に関する説明書」にて設定する高温にお
いて考慮する外気温に対して，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。具体的には，屋内の常設重大事故等対
処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内に設置すること
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。また，屋外の常設重大事故等対処設備は，高温防止対策によ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・降水に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－
１　自然現象等への配慮に関する説明書」にて設定する設計基準
降水量に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。具体的には，屋内の常設重大事故等対処設備は，外
部からの損傷を防止できる建屋等内に設置することにより重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，屋外
の常設重大事故等対処設備は，防水対策により重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大
事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する
施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，
積雪，火山の影響，凍結，高温及び降水により機能が損なわれる
場合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の
ない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこ
れらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計と
する。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の
ない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること
等については，保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
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88

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の常設重大事故等対処設備は，機能を損なわない高さへの設置，被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
敷地内における化学物質の漏えいに対して常設重大事故等対処設
備は，再処理事業所内で運搬する硝酸及び液体二酸化窒素の屋外
での運搬又は受入れ時の漏えいに対して，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，屋内の常設重大事故等対処設備は，外部からの損傷
を防止できる建屋等内に設置することにより，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。また，屋外の常設重大
事故等対処設備は，機能を損なわない高さへの設置，被液防護を
行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

89

電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，電磁波の影響に
対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。具体的には，電磁的障害に対して重大事故等への対処に必要
な機能を維持するために必要な計測制御系は日本産業規格に基づ
きノイズ対策を行うとともに，電気的及び物理的な独立性を持た
せることにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

90

　周辺機器等からの影響について常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設置することにより
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
周辺機器等からの影響について常設重大事故等対処設備は，内部
発生飛散物に対して当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊
による飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設置するこ
とにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。また，重量物の落下による飛散物の影響を考慮し，影響を受
けない位置へ設置することにより重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。具体的には，常設重大事故等対処設
備と同室に設置する回転機器は，回転機器の異常により回転速度
が上昇することによる回転羽根の損壊を考慮して，「Ｖ－１－１
－４－１　安全機能を有する施設が使用される条件の下における
健全性に関する説明書」の「５．３　内部発生飛散物の発生防止
対策」の「５．３．２　回転機器の損壊による飛散物」に基づく
設計とする。また，常設重大事故等対処設備と同室にあるクレー
ンその他の搬送機器は，運転時において重量物をつり上げて搬送
するクレーンその他の搬送機器からのつり荷の落下及び逸走によ
るクレーンその他の搬送機器の落下を考慮して，「Ｖ－１－１－
４－１　安全機能を有する施設が使用される条件の下における健
全性に関する説明書」の「５．３　内部発生飛散物の発生防止対
策」の「５．３．１　重量物の落下による飛散物」に基づく設計
とする。

91

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物を考慮して，代替
設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事
故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施
設と兼用する常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物を考慮
して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の
ない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はそ
れらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計と
する。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の
ない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること
等については，保安規定に定めて，管理する。

92

　常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受けない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理
施設における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受けな
い設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

93

b.　可搬型重大事故等対処設備
　可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）及び保管場所に
応じた耐環境性を有する設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

94

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時における建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

95

　重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水する又は尾駮沼で使用する可搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用する設計とする。また，尾駮沼から直接取水する際の異
物の流入防止を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を
通水する又は尾駮沼で使用する可搬型重大事故等対処設備は，耐
腐食性材料を使用する設計とする。また，尾駮沼から直接取水す
る際の異物の流入防止を考慮した設計とする。

96

　地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，「3.1　地震による損傷の防止」に記載する地震力による荷重を考慮して，当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

97

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する可搬
型重大事故等対処設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

98

さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機
材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

99

溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，溢水に対しては想定する溢水量に対して機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護を行うことにより，火災に対しては，「8.2.7 　可搬型重大
事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
（評価要求）

基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，溢水に対し
ては想定する溢水量に対して機能を損なわない高さへの設置又は
保管，被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
想定する溢水量に対して機能を損なわないとする評価等の設計方
針については，「Ｖ－１－１－７　加工施設内における溢水によ
る損傷の防止に関する説明書」に示す。
火災に対しては，「7. 　可搬型重大事故等対処設備の内部火災
に対する防護方針」に基づく火災防護を行うことにより，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

100

　津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所は，「3.2　津波による損傷の防止」に示す津波による影響を受けない位置に保管する設計とする。また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波に
よる影響を受けるおそれのない場所を選定することとし，使用時に津波による影響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津波に対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

101

　風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる建屋等内に保管し，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

基本方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
・可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生し
た場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，そ
の機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）及び
保管場所に応じた耐環境性を有する設計とする。
・閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故等対処設備
は，重大事故等時における建屋等の環境温度，環境圧力を考慮し
ても重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

＜重大事故等対処設備の環境条件等＞
⇒重大事故等対処設備に対して事故時に想定される圧力，温度，
湿度，放射線を評価するにあたり，どのような条件で設定したの
か補足説明する。
・[補足重事6]設定する環境条件及び環境条件の設定に係る考慮
事項
⇒重大事故等対処設備が圧力，温度，湿度，放射線それぞれに対
して健全であることを示すための評価手法について補足説明す
る。
・[補足重事7]環境条件に対する健全性評価手法
⇒重大事故等対処設備が，それぞれ事故時に想定される圧力，温
度，湿度，放射線に対して健全であることを実証実験により評価
した結果ついて補足説明する。
・[補足重事8]環境条件に対する重大事故等対処設備の健全性評
価に用いた実証実験※補足すべき事項の対象なし

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
・地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅲ 耐震性に関
する説明書」に記載する地震力による荷重を考慮して，当該設備
の落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設計とする。
・また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した
条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震に対して，地震
を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を
期待する可搬型重大事故等対処設備は，「6.　地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする。
・さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，当
該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設
備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計と
する。

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所は，「Ｖ－１
－１－１－６　津波への配慮に関する説明書」に示す津波による
影響を受けない位置に保管する設計とする。また，可搬型重大事
故等対処設備の据付けは，津波による影響を受けるおそれのない
場所を選定することとし，使用時に津波の影響を受けるおそれの
ある場所に据付ける場合は，津波に対して重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，第２貯水槽から第１貯水槽へ水を補給する場合及び
燃料加工建屋に放水する場合は，津波による影響を受けない場所
に可搬型重大事故等対処設備を据付けることとし，尾駮沼取水場
所A，尾駮沼取水場所B又は二又川取水場所A(以下「敷地外水源」
という。)における可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波
警報の解除後に対応を開始すること，津波警報の発令確認時に対
応中の場合は一時的に退避することにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
・風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に
対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，
緊急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に保管し，重大
事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処設備

※補足すべき事項の対象なし

＜重大事故等対処設備の悪影響防止＞
⇒重大事故等対処設備の他にある自主対策設備を使用することに
よって他の設備に生じる直接的な影響及び間接的な影響について
補足説明する。また，自主対策設備を使用することによる他の設
備に対する悪影響防止に関する方針について補足説明する。
・[補足重事5]想定される悪影響

基本方針（環境条
件等（常設重大事
故等対処設備））
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基本設計方針の添付書類への展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

102

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風（台風）及び竜巻に対して風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，必要により当該設備又は当該設備を収納するものに対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保
管する設計とする。
ただし，固縛する屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，地震時の移動を考慮して地震後の機能を維持する設備は，余長を有する固縛で拘束することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。 冒頭宣言

(評価要求)

基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

基本方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
・屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，積雪及
び火山の影響に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷
重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。
・風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷重への具体的な
設計方針は「(3)自然現象により発生する荷重の影響」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

103

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重を考慮し，損傷防止措置として除雪，除灰及び屋内への配備を実施することにより，重大事故等に
対処するための機能を損なわないよう維持する設計とする。除雪，除灰及び屋内への配備を実施することについては，保安規定に定めて，管理する。

運用要求
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

104

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍結防止対策，高温防止対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

105

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備は，直撃雷を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

106

直撃雷に対して，構内接地網と連接した避雷設備で防護される範囲内に保管する又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

107

生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類，小動物及び水生植物の付着又は侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

108

森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，防火帯の内側に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

109

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，可搬型重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

110

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系への除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は絶縁性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

111

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない高さへの設置，被液防護を行うことにより，機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

112

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
・敷地内における化学物質の漏えいに対して可搬型重大事故等対
処設備は，再処理事業所内で運搬する硝酸及び液体二酸化窒素の
屋外での運搬又は受入れ時の漏えいに対して，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。具体的には，屋内の可
搬型重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等
内に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損
なうおそれがない設計とする。また，屋外の可搬型重大事故等対
処設備は，機能を損なわない高さへの設置，被液防護を行うこと
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，電磁波の影
響に対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。
具体的には，電磁的障害に対して重大事故等への対処に必要な機
能を維持するために必要な計測制御系は日本産業規格に基づきノ
イズ対策を行うとともに，電気的及び物理的な独立性を持たせる
ことにより，重大事故等時に必要な機能を損なわない設計とす
る。

基本方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
・屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，積雪及
び火山の影響に対して，風(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷
重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。
風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷重への具体的な設
計方針は「(3)自然現象により発生する荷重の影響」に示す。
・凍結に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１
－１　自然現象等への配慮に関する説明書」にて設定する凍結に
おいて考慮する外気温に対して，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。具体的には，屋内の可搬型重大事故
等対処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内に保管する
ことにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍結防止対策
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・高温に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１
－１　自然現象等への配慮に関する説明書」にて設定する高温に
おいて考慮する外気温に対して，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。具体的には，屋内の可搬型重大事故
等対処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内に保管する
ことにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，高温防止対策
により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
・降水に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１
－１　自然現象等への配慮に関する説明書」にて設定する設計基
準降水量に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処設備
は，外部からの損傷を防止できる建屋等内に保管することにより
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。ま
た，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，防水対策により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに発生する重大事故
等に対処する可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－
１　自然現象等への配慮に関する説明書」にて設定する雷撃電流
に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。具体的には，直撃雷に対して，当該設備は当該設備自体が
構内接地網と連接した避雷設備を有する設計とする又は構内接地
網と連接した避雷設備を有する建屋等に保管することにより，重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１
－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説明書」にて選定す
る対象生物に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。具体的には，これら生物の侵入を防止又は抑制
することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

基本方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
・森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１
－１－３　外部火災への配慮に関する説明書」にて設定する輻射
強度を考慮し，防火帯の内側に保管することにより，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，森林火災
からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確
保等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。具体的には，可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋
等及び屋外の可搬型重大事故等対処設備は，森林火災からの輻射
強度の影響に対し，建屋等又は屋外の可搬型重大事故等対処設備
の表面温度が許容温度となる危険距離を算出し，その危険距離を
上回る離隔距離を確保する。また，可搬型重大事故等対処設備を
保管する建屋等及び屋外の可搬型重大事故等対処設備は，近隣工
場等の火災及び爆発に対し，危険距離を算出し，その危険距離を
上回る離隔距離が確保されていることを確認する。可搬型重大事
故等対処設備を保管する建屋等及び屋外の可搬型重大事故等対処
設備に対する輻射強度の算出，危険距離の算出等の評価方針につ
いては，「Ｖ－１－１－１－３－３　外部火災への配慮が必要な
施設の設計方針及び評価方針」に基づくものとし，離隔距離の確
保に関する評価条件及び評価結果を「Ｖ－１－１－１－３－４
外部火災防護における評価結果」に示す。
・塩害に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１
－１　自然現象等への配慮に関する説明書」にて考慮する影響に
対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，換気設備
及び非管理区域の換気空調設備の給気系へ海塩粒子除去の機能を
有する捕集率85%以上(JIS Z 8901 試験用紛体11種 粒径約2μm)
の除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置により，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，屋外の可搬型
重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又
は絶縁性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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　周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管することによ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

基本方針（環境条
件等（可搬型重大
事故等対処設
備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
・周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等対処設備は，
内部発生飛散物に対して当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の
損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管す
ることにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。また，重量物の落下による飛散物の影響を考慮し，影響
を受けない位置へ設置することにより重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。具体的には，可搬型重大事故等
対処設備と同室に設置する回転機器は，回転機器の異常により回
転速度が上昇することによる回転羽根の損壊を考慮して，「Ｖ－
１－１－４－１　安全機能を有する施設が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の「５．３　内部発生飛散物の発
生防止対策」の「５．３．２　回転機器の損壊による飛散物」に
基づく設計とする。また，可搬型重大事故等対処設備と同室にあ
るクレーンその他の搬送機器は，運転時において重量物をつり上
げて搬送するクレーンその他の搬送機器からのつり荷の落下及び
逸走によるクレーンその他の搬送機器の落下を考慮して，「Ｖ－
１－１－４－１　安全機能を有する施設が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の「５．３　内部発生飛散物の発
生防止対策」の「５．３．１　重量物の落下による飛散物」に基
づく設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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　可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受けない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備
・可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再
処理施設における重大事故等による建屋外の環境条件の影響を受
けない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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屋外の常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

冒頭宣言
(評価要求)

基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

4. 環境条件等
(4) 重大事故等対処設備の設置場所

【4. 環境条件等  (4) 重大事故等対処設備の設置場所】
重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合に
おいても操作及び復旧作業に支障がないように，線量率の高くな
るおそれの少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設
置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響
を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能な
設計，又は遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施設の中央
制御室で操作可能な設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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(2)　重大事故等対処設備の設置場所
　重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等によ
り当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施設の中央制御室で操作可能な
設計とする。

冒頭宣言
基本方針（重大事
故等対処設備）

基本方針(環境条
件等(重大事故等
対処設備の設置場

所))

4. 環境条件等
(5)　可搬型重大事故等対処設備の設置場所

【4. 環境条件等 (5)　可搬型重大事故等対処設備の設置場所】
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した
場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，
線量率の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設
置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な
設計，遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施設の中央制御
室で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接
続が可能な設計とする。
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(3)　可搬型重大事故等対処設備の設置場所
　可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所へ
の遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施設の中央制御室で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす
る。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

基本方針（環境条
件等(可搬型重大
事故等対処設備の

設置場所））

4. 環境条件等
(4) 重大事故等対処設備の設置場所

【4. 環境条件等 (5)　可搬型重大事故等対処設備の設置場所】
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した
場合においても設置及び常設設備との接続に支障がないように，
線量率の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設
置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な
設計，遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施設の中央制御
室で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接
続が可能な設計とする。
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8.2.5   操作性及び試験・検査性
(1)  操作性の確保
　重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教育により，想定される重大事故等が発生した場合においても，確実に操作でき，事業変更許可申請書「六　加工施設において核燃料物質が臨界状態になる
ことその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項」ロで考慮した要員数と想定時間内で，アクセスルートの確保を含め重大事故等に対処できる設
計とする。これらの運用に係る体制，管理等については，保安規定に定めて，管理する。 冒頭宣言

運用要求
施設共通　基本設

計方針

5. 操作性及び試験・検査性 【5. 操作性及び試験・検査性】
重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教育により，想定
される重大事故等が発生した場合においても，確実に操作でき，
事業変更許可申請書「六　加工施設において核燃料物質が臨界状
態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対
処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項」ロで考慮
した要員数と想定時間内で，アクセスルートの確保を含め重大事
故等に対処できる設計とする。これらの運用に係る体制，管理等
については，保安規定に定めて，管理する。
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ａ．操作の確実性
　重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため，重大事故等における条件を考慮し，操作する場所において操作が可能な設計とする。

冒頭宣言
基本方針（重大事
故等対処設備）
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　操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置する。また，防護具，可搬型照明は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求
基本方針

施設共通　基本設
計方針

120

　現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とす
る。可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は車両等による運搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張出し又は輪留めによる固定等が可能な設計と
する。

機能要求①
運用要求

重大事故等対処設
備

121

　現場の操作スイッチは，非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とする。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計とする。

機能要求①
重大事故等対処設

備

122

　現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作が可能な設計とする。

冒頭宣言
重大事故等対処設

備

基本方針（環境条
件等（可搬型重大

事故等対処設
備））

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

※補足すべき事項の対象なし

基本方針（操作性
の確保）

＜重大事故等対処設備の操作性＞
⇒重大事故等対処設備が重大事故等時に確実に操作できること
を，操作時間，操作環境，連絡手段等について具体的に示すこと
を補足説明する。
・[補足重事9]重大事故等対処設備の操作性・操作環境の成立性

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
・重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合
においても操作を確実なものとするため，重大事故等における条
件を考慮し，操作する場所において操作が可能な設計とする。
・操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するととも
に，確実な操作ができるよう，必要に応じて操作足場を設置す
る。また，防護具，可搬型照明は重大事故等時に迅速に使用でき
る場所に配備することを保安規定に定めて，管理する。
・現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられ
る工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設計とす
る。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管で
きる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実
に行えるよう，人力又は車両等による運搬，移動ができるととも
に，必要により設置場所にてアウトリガの張出し又は輪留めによ
る固定等が可能な設計とする。
・現場の操作スイッチは，非常時対策組織要員の操作性を考慮し
た設計とする。また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため
露出した充電部への近接防止を考慮した設計とする。
・現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作が可能な設計
とする。

132



基本設計方針の添付書類への展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

123

　現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方式を統一することにより，速やかに，容易かつ確実に接続が可能な設計とする。

冒頭宣言
基本方針（重大事
故等対処設備）

124

　現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識別表示を設置する設計とする。

運用要求
施設共通　基本設

計方針

125

　また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，必要な時間内に操作できるように中央監視室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮し
た設計とする。

運用要求
施設共通　基本設

計方針

126
　想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動的機器は，その作動状態の確認が可能な設計とする。

機能要求①
重大事故等対処設

備

127

ｂ．系統の切替性
　重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機能を有する施設としての用途等）以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なよう
に，系統に必要な弁等を設ける設計とする。

冒頭宣言
基本方針（重大事
故等対処設備）

128

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性
　可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式
を用いる設計とし，ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度等の特性に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。また，同一ポンプを接続するホースは，流量に応じて
口径を統一すること等により，複数の系統での接続方式を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

129

ｄ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保
　想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は他の設備の被害状況を把握するため，再処理事業所内の屋外道路
及び屋内通路をアクセスルートとして確保できるよう，アクセスルートは以下の設計とする。

冒頭宣言
基本方針（アクセ

スルート）

130

　アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含め，自然現象，人為事象，溢水，火災を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する
設計とする。

冒頭宣言
基本方針（アクセ

スルート）

131

　アクセスルートに対する自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセス
ルートに影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），洪水，風(台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及び森林火災を選定する。

冒頭宣言
基本方針（アクセ

スルート）

132

　アクセスルートに対する人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセス
ルートに影響を与えるおそれのある事象として選定する航空機落下，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突そ
の他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。

冒頭宣言
基本方針（アクセ

スルート）

133

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突については立地的要因により設計上考慮する必要はない。落雷及び電磁的障害に対しては，道路面が直接影響を受けることはないことからアクセスルートへの影響は
ない。生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスルートへの影響はない。 冒頭宣言

基本方針（アクセ
スルート）

139

屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要因によりアクセスルートへの影響はない。

冒頭宣言
基本方針（アクセ

スルート）

134

　屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響(周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象による影響(風(台風）及び竜巻による飛
来物，積雪並びに火山の影響）及び人為事象による影響(航空機落下，爆発）を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早急に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可能な
ホイールローダを使用する。ホイールローダは，必要数として３台に加え，予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを４台，合計７台を保有数とし，分散して保管する設計とする。 設置要求 ホイールローダ

設計方針（アクセ
スルートの確保）

141

　再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確保するために，上記の設計に加え，以下を保安規定に定めて，管理する。
・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又川取水場所Ａ(以下「敷地外水源」という。)の取水場所及び取水場所への屋外のアクセスルートに遡上するおそれのある津波に対しては，津波警報の解除後
に対応を開始すること。また，津波警報の発令を確認時にこれらの場所において対応中の場合に備え，非常時対策組織要員及び可搬型重大事故等対処設備を一時的に退避すること。

運用要求
施設共通　基本設

計方針

144

・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品防護具を配備し，必要に応じて着用すること。

運用要求
施設共通　基本設

計方針

145

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為事象のうち森林火災及び近隣工場等の火災に対しては，消防車による初期消火活動を行うこと。
・屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水を考慮し，防護具を配備し，必要に応じて着用すること。また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒防止
及び固縛の措置並びに火災の発生防止対策を実施すること。
・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明を
配備すること。

運用要求
施設共通　基本設

計方針

146

(2) 試験・検査性
  重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するための試験又は検査並びに当該機能を健全に維持するための保守及び修理が実施できるよう，機能・性能の確認，漏
えいの有無の確認，分解点検等ができる構造とする。 冒頭宣言

基本方針（重大事
故等対処設備）

147
　試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等が実施可能な設計とする。

冒頭宣言
基本方針（重大事
故等対処設備）

148

また，保守及び修理は，維持活動としての点検(日常の運転管理の活用を含む。），取替え，保修等が実施可能な設計とする。

冒頭宣言
基本方針（重大事
故等対処設備）

149

　多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試験又は検査並びに保守及び修理ができる設計とする。

冒頭宣言
基本方針（重大事
故等対処設備）

150

　構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則として分解・開放(非破壊検査を含む。)が可能な設計とし，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，分
解・開放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。

冒頭宣言
基本方針（重大事
故等対処設備）

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
　再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確保するために，上
記の設計に加え，以下を保安規定に定めて，管理する。
・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又川取水場所Ａ
(以下「敷地外水源」という。)の取水場所及び取水場所への屋外
のアクセスルートに遡上するおそれのある津波に対しては，津波
警報の解除後に対応を開始すること。また，津波警報の発令を確
認時にこれらの場所において対応中の場合に備え，非常時対策組
織要員及び可搬型重大事故等対処設備を一時的に退避すること。
・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品防護具を配備
し，必要に応じて着用すること。
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為事象の
うち森林火災及び近隣工場等の火災に対しては，消防車による初
期消火活動を行うこと。
・屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水を考慮し，
防護具を配備し，必要に応じて着用すること。また，地震時に通
行が阻害されないように，アクセスルート上の資機材の落下防
止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の発生防止対策を実施す
ること。
・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考慮した
放射線防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて着
用すること。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可
搬型照明を配備すること。

基本方針（アクセ
スルートの確保）

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

基本方針（操作性
の確保）

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
・現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はよ
り簡便な接続方式等，接続方式を統一することにより，速やか
に，容易かつ確実に接続が可能な設計とする。
・現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には
識別表示を設置する設計とする。
・また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機
器は，必要な時間内に操作できるように中央監視室での操作が可
能な設計とする。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作
性を考慮した設計とする。
・想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備の
うち動的機器は，その作動状態の確認が可能な設計とする。

＜重大事故等対処設備の操作性＞
⇒重大事故等対処設備が重大事故等時に確実に操作できること
を，操作時間，操作環境，連絡手段等について具体的に示すこと
を補足説明する。
・[補足重事9]重大事故等対処設備の操作性・操作環境の成立性

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
・重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機能を有する施設
としての用途等）以外の用途として重大事故等に対処するために
使用する設備は，通常時に使用する系統から速やかに切替操作が
可能なように，系統に必要な弁等を設ける設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについて
は，容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用す
ることができるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便
な接続方式を用いる設計とし，ダクト・ホースは口径並びに内部
流体の圧力及び温度等の特性に応じたフランジ接続又はより簡便
な接続方式を用いる設計とする。また，同一ポンプを接続する
ホースは，流量に応じて口径を統一すること等により，複数の系
統での接続方式を考慮した設計とする。
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事
故等対処設備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への
敷設，又は他の設備の被害状況を把握するため，再処理事業所内
の屋外道路及び屋内通路をアクセスルートとして確保するととも
に，アクセスルートは以下の設計とする。
・アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含めて自然
現象，人為事象，溢水，火災を考慮しても，運搬，移動に支障を
きたすことのないよう，迂回路も考慮して複数確保する設計とす
る。
・アクセスルートに対する自然現象については，重大事故等時に
おける敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセスルートへの
影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，
アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として，地震，
津波(敷地に遡上する津波を含む。)，洪水，風(台風），竜巻，
凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及び森林火
災を選定する。
・アクセスルートに対する人為事象については，重大事故等時に
おける敷地及びその周辺での発生の可能性，アクセスルートへの
影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，
アクセスルートに影響を与えるおそれのある事象として選定する
航空機落下，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近
隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による
大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮し
た複数のアクセスルートを確保する設計とする。
・なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突については立地的要因
により設計上考慮する必要はない。落雷及び電磁的障害に対して
は，道路面が直接影響を受けることはないことからアクセスルー
トへの影響はない。生物学的事象に対しては，容易に排除可能な
ため，アクセスルートへの影響はない。
・屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要因によりアク
セスルートへの影響はない。
・屋外のアクセスルートは，添付書類「Ⅲ-6　地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震性に関する説明書」にて考慮する
地震の影響(周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面の
すべり），その他自然現象による影響(風(台風）及び竜巻による
飛来物，積雪並びに火山の影響）及び人為事象による影響(航空
機落下，爆発）を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を
確認し，早急に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害
物を除去可能なホイールローダを使用する。ホイールローダは，
必要数として３台に加え，予備として故障時及び点検保守による
待機除外時のバックアップを４台，合計７台を保有数とし，分散
して保管する設計とする。

基本方針（アクセ
スルートの確保）

＜重大事故等対処に係るアクセスルート＞
⇒想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事
故等対処設備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への
敷設，又は他の設備の被害状況を把握するためのアクセスルート
について説明する。
・[補足重事10]可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセ
スルートの評価手法

＜重大事故等対処に係るアクセスルート＞
⇒想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事
故等対処設備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への
敷設，又は他の設備の被害状況を把握するためのアクセスルート
について説明する。
・[補足重事10]可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセ
スルートの評価手法

基本方針（試験・
検査性）

5. 操作性及び試験・検査性
(2) 試験・検査性

【5. 操作性及び試験・検査性 (2) 試験・検査性】
・重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等への対処
に必要な機能を確認するための試験又は検査並びに当該機能を健
全に維持するための保守及び修理が実施できるよう，機能・性能
の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる構造とする。
・試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検
査等が実施可能な設計とする。
・また，保守及び修理は，維持活動としての点検(日常の運転管
理の活用を含む。），取替え，保修等が実施可能な設計とする。
・　多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試
験又は検査並びに保守及び修理ができる設計とする。
・構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原
則として分解・開放(非破壊検査を含む。)が可能な設計とし，機
能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮すること
により，分解・開放が不要なものについては外観の確認が可能な
設計とする。

＜重大事故等対処設備の試験・検査性＞
⇒各重大事故等対処設備の試験・検査性（技術基準への適合性）
について補足説明する。
・［補足重事1］第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対
処設備の健全性評価）

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

151

8.2.6   地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計
(1)  地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針
基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持が必要な施設については，重大事故等対処施設及び安全機能を有する施設の耐震設計における設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大
事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対して，必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，以下のとおり耐震設計を行う。

冒頭宣言 基本方針

基本方針（地震を
要因とする重大事
故等に対する施設

の耐震設計）

152

a.　事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とした設備
（以下「起因として考慮する設備」という。）は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，閉じ込め機能を損なわない設計とする。
　起因として考慮する設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，起因として考慮する設備を支持できる設計と
する。

評価要求
重大事故等対処設

備
評価（耐震）
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b.　地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備（以下「対処する常設重大事故等対処設備」という。）は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定する重大事故等を
踏まえ，火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機
能が維持できる設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，対処する常設重大事故等対処設備を支
持できる設計並びに重大事故等の対処に係る操作場所及びアクセスルートが保持できる設計とする。

評価要求
重大事故等対処設

備
評価（耐震）
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(2)地震力の算定方法
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計に用いる動的地震力は，「第１章　3.自然現象等」における「3.1.1(3)b.(a)入力地震動」の解放基盤表面で定義する基準地震動Ｓｓの
加速度を1.2倍した地震動により算定した地震力を適用する。

定義 基本方針 基本方針

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
(2)地震力の算定方法
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐
震設計に用いる動的地震力は，「第１章　3.自然現象等」におけ
る「3.1.1(3)b.(a)入力地震動」の解放基盤表面で定義する基準
地震動Ｓｓの加速度を1.2倍した地震動により算定した地震力を
適用する。

(3)荷重の組合せと許容限界
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計においては，必要な機能である火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機
能，支持機能等を維持する設計とする。
 建物・構築物に要求される操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機能並びに支持機能については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を
確保することで機能を維持できる設計とする。
 機器・配管系に要求される火災感知機能等については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで機能を維持できる設計とする。
 また，機器・配管系に要求される消火機能，閉じ込め機能については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能を維持できる設計と
する。
 可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支援機能等については，可搬型設備の特性に応じて，構造強度を確保する又は当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能が維
持できる設計とする。

a.　耐震設計上考慮する状態
　地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)建物・構築物
　第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限界」の「a.耐震設計上考慮する状態」の「(b)重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震
を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に適用する。

156 基本方針基本方針定義

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
(3)荷重の組合せと許容限界
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐
震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとす
る。
 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐
震設計においては，必要な機能である火災感知機能，消火機能，
閉じ込め機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場
所の保持機能，支持機能等を維持する設計とする。
 建物・構築物に要求される操作場所及びアクセスルートの保持
機能，保管場所の保持機能並びに支持機能については，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，当該機能が要求される施設
の構造強度を確保することで機能を維持できる設計とする。
機器・配管系に要求される火災感知機能等については，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，当該機能が要求される施設
の構造強度を確保することで機能を維持できる設計とする。
また，機器・配管系に要求される消火機能，閉じ込め機能につい
ては，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施
設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能を維持で
きる設計とする。
可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支援機能等については，
可搬型設備の特性に応じて，構造強度を確保する又は当該機能が
要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定すること
で機能が維持できる設計とする。

a.　耐震設計上考慮する状態
　地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)建物・構築物
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.1　耐震設計上考慮す
る状態」の「(2)　重大事故等対処施設」の「a.　建物・構築
物」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地
震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。なお，対処
する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設の
建物・構築物も同様に適用する。

(b)機器・配管系
 第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限界」の「a.　耐震設計上考慮する状態」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地
震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時の状態
当該設備を保管している状態。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態
MOX燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれがある事故又は地震を要因とする重大事故等の状態で，対処する可搬型重大事故等対処設備の機能を必要とする状態。
ハ.　設計用自然条件
屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。

157 基本方針基本方針定義

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
(b)機器・配管系
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.1　耐震設計上考慮す
る状態」の「(2)　重大事故等対処施設」の「b.　機器・配管
系」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地
震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時の状態
当該設備を保管している状態。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態
MOX燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれ
がある事故又は地震を要因とする重大事故等の状態で，対処する
可搬型重大事故等対処設備の機能を必要とする状態。
ハ.　設計用自然条件
屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならな
い自然条件(積雪，風）。

6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計

c.　地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備（以下「対処する可搬型重大事故等対処設備」という。）は，各保管場所における基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し
て，想定する重大事故等を踏まえ，閉じ込め機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，転倒しないよう固縛等の措置を講ずるとともに，動的機器につい
ては加振試験等により地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれない設計とする。また，ダクト等の静的機器は，複数の保管場所に分散して保管することにより，地震を
要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって保管する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，保管場所，操作場所及びアクセス
ルートが保持できる設計とする。

　起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常設重大事故等対処設備，対処する可搬型重大事故等対処設備は，個別の設備の機能や設計を踏まえて，地震を要因とする重大事故等時において，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力による影響によって，機能を損なわない設計とする。

154 評価要求
基本方針

可搬型重大事故等
対処設備

評価（耐震）

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持が必要な施設に
ついては，重大事故等対処施設及び安全機能を有する施設の耐震
設計における設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の
特徴，重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準
地震動の1.2倍の地震力に対して，必要な機能が損なわれるおそ
れがないことを目的として，以下のとおり耐震設計を行う。
a.　事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件
の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定において，基準
地震動Ｓｓの1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計
とした設備（以下「起因として考慮する設備」という。）は，基
準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，閉じ込め機能を損な
わない設計とする。
　起因として考慮する設備を設置する建物・構築物は，基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じ
る変形等の地震影響においても，起因として考慮する設備を支持
できる設計とする。
b.　地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事
故等対処設備（以下「対処する常設重大事故等対処設備」とい
う。）は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定す
る重大事故等を踏まえ，火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能
等の地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要
な機能を損なわない設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍し
た地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影
響を考慮し，地震を要因として発生する重大事故等に対処するた
めに必要な機能が維持できる設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基
準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物
に生じる変形等の地震影響においても，対処する常設重大事故等
対処設備を支持できる設計並びに重大事故等の対処に係る操作場
所及びアクセスルートが保持できる設計とする。
c.　地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大
事故等対処設備（以下「対処する可搬型重大事故等対処設備」と
いう。）は，各保管場所における基準地震動Ｓｓを1.2倍した地
震力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，閉じ込め機能等の
地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機
能を損なわないよう，転倒しないよう固縛等の措置を講ずるとと
もに，動的機器については加振試験等により地震を要因として発
生する重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれない設
計とする。また，ダクト等の静的機器は，複数の保管場所に分散
して保管することにより，地震を要因として発生する重大事故等
に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって保管する建物・構築
物に生じる変形等の地震影響においても，保管場所，操作場所及
びアクセスルートが保持できる設計とする。
　起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常設重大事故等
対処設備，対処する可搬型重大事故等対処設備は，個別の設備の
機能や設計を踏まえて，地震を要因とする重大事故等時におい
て，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による影響によって，機
能を損なわない設計とする。
【Ⅲ-6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関
する説明書】
耐震性に関する評価条件及び評価結果について説明する。

<地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方
針について>
⇒地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方
針について補足説明する。
・[補足重事12]重大事故等対処施設の設計の前提となる重大事故
等対処設備の設計要求等について

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

Ⅴ-1-1-4-2-3　地
震を要因とする重
大事故等に対する
施設の耐震設計
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基本設計方針の添付書類への展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

(b)機器・配管系
イ．起因として考慮する設備に係る機器・配管系については，通常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，通常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系について，通常時に作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時
間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組み合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上
設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
(c)可搬型設備
イ.　対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用している荷重と対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力とを組み合わせる。
ロ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考え方について，保管状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。ただし，屋外に設置される施設については，建物・構築
物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

161 基本方針基本方針定義

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
(b)機器・配管系
イ．起因として考慮する設備に係る機器・配管系については，通
常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と
を組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系につい
ては，通常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系につい
て，通常時に作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大
事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確
率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地
震力と組み合わせる。この組み合わせについては，事故事象の発
生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学
的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策
の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置される施設について
は，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
(c)可搬型設備
イ.　対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用して
いる荷重と対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所におけ
る地震力とを組み合わせる。
ロ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組
合せの考え方について，保管状態であることから重大事故等起因
の荷重は考慮しない。ただし，屋外に設置される施設について
は，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
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c.荷重の組合せ
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とほかの荷重との組合せは，以下によるものとする。
(a)建物・構築物
イ．起因として考慮する設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍
した地震力を組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固
定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・構築物について，通常時に作用している荷重（固定
荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合
わせる。この組み合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で
設定し，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

定義 基本方針 基本方針

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
c.荷重の組合せ
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とほかの荷重との組合せ
は，以下によるものとする。
(a)建物・構築物
イ．起因として考慮する設備が設置される重大事故等対処施設の
建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固定荷
重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力を組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対
処施設又は対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大
事故等対処施設の建物・構築物については，通常時に作用してい
る荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風
荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対
処施設又は対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大
事故等対処施設の建物・構築物について，通常時に作用している
荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重
及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象
の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，
適切な地震力と組み合わせる。この組み合わせについては，事故
事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮
し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間につい
ては対策の成立性も考慮した上で設定し，通常時に作用している
荷重のうち，土圧及び水圧については，基準地震動Ｓｓを1.2倍
した地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合
は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

b.　荷重の種類
(a)建物・構築物
　第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限界」の「b.　荷重の種類」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因と
する重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替えて適用する。なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に適用する。

158 基本方針基本方針定義

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
b.荷重の種類
(a)建物・構築物
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.2　荷重の種類」の
「(2)　重大事故等対処施設」の「a.　建物・構築物」に基づく
設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とす
る重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地
震力」と読み替えて適用する。なお，対処する可搬型重大事故等
対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に
適用する。

(b)機器・配管系
 第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限界」の「b.　荷重の種類」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とす
る重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時に作用している荷重
通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載荷重とする。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。
対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。
ハ.　 対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力，積雪荷重及び風荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力を考慮する。屋外に保管する設備については，積雪荷重及び風荷重も考慮する。

159 基本方針基本方針定義

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
(b)機器・配管系
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.2　荷重の種類」の
「(2)　重大事故等対処施設」の「b.　機器・配管系」に基づく
設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とす
る重大事故等」に「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震
力」と読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時に作用している荷重
通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及
び積載荷重とする。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷
重。
対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから
重大事故等起因の荷重は考慮しない。
ハ.　 対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地
震力，積雪荷重及び風荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力を
考慮する。屋外に保管する設備については，積雪荷重及び風荷重
も考慮する。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

Ⅴ-1-1-4-2-3　地
震を要因とする重
大事故等に対する
施設の耐震設計

6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計 <地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方
針について>
⇒地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方
針について補足説明する。
・[補足重事12]重大事故等対処施設の設計の前提となる重大事故
等対処設備の設計要求等について

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
d.荷重の組合せ上の留意事項
イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状
態と比較して明らかに厳しいことが判明している場合には，その
他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。
　ロ．対処する常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物
の当該部分の支持機能を確認する場合においては，基準地震動Ｓ
ｓを1.2倍した地震力と通常時に作用している荷重及びその他必
要な荷重とを組み合わせる。
　ハ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，
積雪による受圧面積が小さい施設や，通常時に作用している荷重
に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，基準地震動Ｓ
ｓを1.2倍した地震力との組み合わせを考慮する。
　ニ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置され
ている施設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無
視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，基準地
震動Ｓｓを1.2倍した地震力との組み合わせを考慮する。
ホ．重大事故時に生ずる荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力による荷重の組み合わせについては，基準地震動Ｓｓを1.2倍
した地震力が重大事故等の発生の要因として考慮した地震であ
り，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力の荷重は重大事故等が発
生する前の通常時に作用する荷重であることから，重大事故等時
に生ずる荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による荷重が
重なることはない。
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d.荷重の組合せ上の留意事項
イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較して明らかに厳しいことが判明している場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。
ロ．地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と通常時に作用している荷重及
びその他必要な荷重とを組み合わせる。
ハ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力との組み合わせを考慮する。
ニ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，基準地震動Ｓｓを1.2
倍した地震力との組み合わせを考慮する。

定義 基本方針 基本方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）
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e.許容限界
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとおりとする。

定義 基本方針 基本方針

164

(a) 起因として考慮する設備
起因として考慮する設備となる露出したMOX粉末を取り扱い，さらに火災源を有するグローブボックスは，閉じ込め機能を維持するため，パネルにき裂や破損が生じないこと及び転倒しない設計とする。ま
た，当該グローブボックスの内装機器の落下・転倒防止機能の確保に当たっては，放射性物質（固体）の閉じ込めバウンダリを構成する容器等を保持する設備の破損により，容器等が落下又は転倒しない設
計とする。

定義 基本方針 基本方針

165

 上記の閉じ込め機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性
限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。
 上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が維持できる許容限界を適切に設定する。

定義 基本方針 基本方針
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(b)対処する常設重大事故等対処設備
　対処する常設重大事故等対処設備の火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準
地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応
力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。
　上記構造強度の許容限界のほか，消火機能，閉じ込め機能等の維持が必要な設備については，その機能が維持できる許容限界を適切に設定する。

定義 基本方針 基本方針

168

8.2.7   可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針
可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその重大事故等に対処するた
めに必要な機能が損なわれることがないことを求められている。
MOX燃料加工施設の重大事故等対処設備の内部火災に対する設計方針については，「5.火災等による損傷の防止」に示すとおりであり，これを踏まえた，上記の可搬型重大事故等対処設備に求められる設計方
針を達成するための内部火災に対する防護方針を以下に示す。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

169

(1)  可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止
可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は引火性物質を内包する設備に対する火災発生防止を講ずるとともに，発火源に対する対策，水素に対する換気及
び漏えい検出対策及び接地対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

170

(2)  不燃性又は難燃性材料の使用
可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，代替材料を使用する設計とする。また，代替材料の使用
が技術上困難な場合は，当該可搬型重大事故等対処設備における火災に起因して，他の可搬型重大事故等対処設備の火災が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

171

(3)  落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止
敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある
事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

172

風(台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重大事故等に対処するために必要な機能を損なうことのないように，自然現象から防護する設計とすることで，火災の発生を防止する。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

173

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対しては，侵入防止対策によって影響を受けない設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

174

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発火源となり得る自然現象ではなく，火山の影響についても，火山からMOX燃料加工施設に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮する
と，発火源となり得る自然現象ではない。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）
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したがって，MOX燃料加工施設で火災を発生させるおそれのある自然現象として，落雷，地震，竜巻(風(台風）を含む）及び森林火災によって火災が発生しないように，火災防護対策を講ずる設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

基本方針（可搬型
重大事故等対処設
備の内部火災に対
する防護方針）

7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針 【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
・可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故
に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の
重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその重大事故等
に対処するために必要な機能が損なわれることがないことを求め
られている。
MOX燃料加工施設の重大事故等対処設備の内部火災に対する設計
方針については，「Ⅴ－１－１－６　火災及び爆発の防止に関す
る説明書」に示すとおりであり，これを踏まえた，上記の可搬型
重大事故等対処設備に求められる設計方針を達成するための内部
火災に対する防護方針を以下に示す。

・可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋近傍，外部
保管エリアは，発火性物質又は引火性物質を内包する設備に対す
る火災発生防止を講ずるとともに，発火源に対する対策，水素に
対する換気及び漏えい検出対策及び接地対策，並びに電気系統の
過電流による過熱及び焼損の防止対策を講ずる設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃
性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が
技術上困難な場合は，代替材料を使用する設計とする。また，代
替材料の使用が技術上困難な場合は，当該可搬型重大事故等対処
設備における火災に起因して，他の可搬型重大事故等対処設備の
火災が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。
・敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対処設
備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点
から，重大事故等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与える
おそれがある事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍
結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林
火災及び塩害を選定する。
・風(台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重
大事故等に対処するために必要な機能を損なうことのないよう
に，自然現象から防護する設計とすることで，火災の発生を防止
する。
・生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対しては，侵入
防止対策によって影響を受けない設計とする。
・津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発
火源となり得る自然現象ではなく，火山の影響についても，火山
からMOX燃料加工施設に到達するまでに降下火砕物が冷却される
ことを考慮すると，発火源となり得る自然現象ではない。
・したがって，MOX燃料加工施設で火災を発生させるおそれのあ
る自然現象として，落雷，地震，竜巻(風(台風）を含む）及び森
林火災によって火災が発生しないように，火災防護対策を講ずる
設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

Ⅴ-1-1-4-2-3　地
震を要因とする重
大事故等に対する
施設の耐震設計

6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計 <地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方
針について>

⇒地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方
針について補足説明する。

・[補足重事12]重大事故等対処施設の設計の前提となる重大事故
等対処設備の設計要求等について

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
e.許容限界
　地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，
以下のとおりとする。
(a)起因を考慮する設備
起因として考慮する設備となる露出したMOX粉末を取り扱い，さ
らに火災源を有するグローブボックスは，閉じ込め機能を維持す
るため，パネルにき裂や破損が生じないこと及び転倒しない設計
とする。また，当該グローブボックスの内装機器の落下・転倒防
止機能の確保に当たっては，放射性物質（固体）の閉じ込めバウ
ンダリを構成する容器等を保持する設備の破損により，容器等が
落下又は転倒しない設計とする。
　上記の閉じ込め機能を維持するために確保する構造強度の許容
限界は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達す
るひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留
まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響
を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ
以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。
　上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が維持できる許
容限界を適切に設定する。
(b)対処する常設重大事故等対処設備
　対処する常設重大事故等対処設備の火災感知機能，消火機能，
閉じ込め機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対処す
るために必要な機能を維持するために確保する構造強度の許容限
界は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達する
ひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まっ
て破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及
ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外
を適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。
　上記構造強度の許容限界のほか，消火機能，閉じ込め機能等の
維持が必要な設備については，その機能が維持できる許容限界を
適切に設定する。

(c)対処する可搬型重大事故等対処設備
 対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界は，保管する対
処する可搬型重大事故等対処設備の構造を踏まえて設定する。
 取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に
対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が
小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その
施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限す
る値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容
限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能等の維持が必要な
設備については，その機能が維持できる許容限界を適切に設定す
る。

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事
故等対処設備を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大
事故等対処設備を保管する建物・構築物
 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故
等対処設備を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事
故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2
倍した地震力に対し，建物・構築物全体としての変形能力（耐震
壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形等の地震影響を考慮し
ても，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設
の機能が維持できる設計とする。その上で，耐震評価において
は，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の
必要な機能が発揮できることを確認するため，機能維持に必要と
なる施設の部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等に対して，妥
当な安全余裕を有することを確認する。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次
増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る
限界の 大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるもの
とする。

167

(c)対処する可搬型重大事故等対処設備
 対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界は，保管する対処する可搬型重大事故等対処設備の構造を踏まえて設定する。
 取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能
に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能等の維持が必要な設備については，その機能が維持できる許容限界を適切に設定する。

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物
 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力
に対し，建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形等の地震影響を考慮しても，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の機能が維持できる設計
とする。その上で，耐震評価においては，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の必要な機能が発揮できることを確認するため，機能維持に必要となる施設の部材・部位ごとのせん断ひ
ずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有することを確認する。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の 大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。

基本方針基本方針定義
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基本設計方針の添付書類への展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

176

(4)  早期の火災感知及び消火
火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれのある火災を早期に感知するとともに，火災の発生場所を特定するために，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み
合わせて設置する設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

177

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等対処設備に及ばないよう適切に配置する設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

178

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じた容量の消火剤を備える設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

179

火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を配備する設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

180

重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルートには，重大事故等が発生した場合のアクセスルート上の火災に対して初期消火活動ができるよう消火器を配備し，初期消火活動については保安規定に定めて,
管理する。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

181

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活動が困難となるところには，固定式消火設備を設置することにより，消火活動が可能な設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

182

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，蓄電池を内蔵した照明器具を設置する設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

183

(5)  火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の考慮
火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火災感知及び消火の機能，性能が維持されるよう，凍結，風水害，地震時の地盤変位を考慮した設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

135

　屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所に確保する設計とする。

運用要求
評価要求

施設共通　基本設
計方針

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び
降水に対しては，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への
影響を受けない箇所に確保する設計とする。

【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアク
セスルート】
道路上への自然流下に対する評価手法及び評価結果について説明
する。

138

　屋内のアクセスルートは，「3.1   地震による損傷の防止」の地震を考慮した建屋等に複数確保する設計とする。

運用要求
評価要求

施設共通　基本設
計方針

140

　屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，敷地内における化学物質の
漏えい，近隣工場等の火災，爆発，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。

運用要求
施設共通　基本設

計方針

136

屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイールローダにより崩壊
箇所を復旧する又は迂回路を確保する設計とする。不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策を行う設計とする。

設置要求
施設共通　基本設

計方針

137

　屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して，車両はタイヤチェーン等を装着することにより，通行性を確保できる設計とする。

設置要求
施設共通　基本設

計方針

142

・屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響による周辺斜面の崩壊，道路面のすべりによる崩壊土砂及び不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，
ホイールローダにより復旧すること。

運用要求
施設共通　基本設

計方針

143

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して，道路については，融雪剤を配備すること。

運用要求
施設共通　基本設

計方針

基本方針（アクセ
スルートの確保）
設計方針（アクセ
スルートの確保）

基本方針（可搬型
重大事故等対処設
備の内部火災に対
する防護方針）

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針 【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
・火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等対処設備に
対する火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火を行うため
の火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
・可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれのある火災を
早期に感知するとともに，火災の発生場所を特定するために，固
有の信号を発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有す
る機器を組み合わせて設置する設計とする。
・消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大
事故等対処設備に及ばないよう適切に配置する設計とする。
・消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性
質に応じた容量の消火剤を備える設計とする。
・火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付
水槽車及び化学粉末消防車を配備する。
・重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルートには，重大事
故等が発生した場合のアクセスルート上の火災に対して初期消火
活動ができるよう消火器を配備し，初期消火活動ができる手順を
整備する。
・可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災発生時の煙
又は放射線の影響により消火活動が困難となるところには，固定
式消火設備を設置することにより，消火活動が可能な設計とす
る。
・消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，蓄電池を内
蔵した照明器具を設置する設計とする。
・火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，
火災感知及び消火の機能，性能が維持されるよう，凍結，風水
害，地震時の地盤変位を考慮した設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

基本方針(アクセ
スルートの確保)
評価（アクセス
ルートの確保）

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設
備が使用される条
件の下における健
全性に関する説明
書

Ⅴ-1-1-4-2-2　可
搬型重大事故等対
処設備の保管場所
及びアクセスルー
ト

5. 操作性及び試験・検査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセ
スルート

＜重大事故等対処に係るアクセスルート＞
⇒想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事
故等対処設備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への
敷設，又は他の設備の被害状況を把握するためのアクセスルート
について説明する。
・[補足重事10]可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセ
スルートの評価手法

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
・屋内のアクセスルートは，添付書類「Ⅲ-6　地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震性に関する説明書」の地震を考慮
した建屋等に複数確保する設計とする。
・屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定す
る風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影
響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，敷地内におけ
る化学物質の漏えい，近隣工場等の火災，爆発，有毒ガス及び電
磁的障害に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた
建屋等内に確保する設計とする。

【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアク
セスルート】
・アクセスルートに想定される地震に対する評価結果について説
明する。
・屋内のアクセスルートに想定される自然現象及び人為事象に対
する評価結果について説明する。

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
屋外のアクセスルートは，「Ⅲ　耐震性に関する説明書」にて考
慮する地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩
壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイールローダ
により崩壊箇所を復旧する又は迂回路を確保する設計とする。
不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差
緩和対策を行う設計とする。
　屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び
積雪に対して，車両はタイヤチェーン等を装着することにより通
行性を確保できる設計とする。

【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアク
セスルート】
・ホイールローダの復旧による崩壊土砂及び不等沈下等に対する
対処について説明する。
・タイヤチェーンを装着できる車両の設置について説明する。

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
　再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確保するために，上
記の設計に加え，以下を保安規定に定めて，管理する。
・屋外のアクセスルートは，「Ⅲ　耐震性に関する説明書」にて
考慮する地震の影響による周辺斜面の崩壊，道路面のすべりによ
る崩壊土砂及び不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所に
おいては，ホイールローダにより復旧すること。
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び
積雪に対して，道路については，融雪剤を配備すること。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

151

8.2.6   地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計
(1)  地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針
基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持が必要な施設については，重大事故等対処施設及び安全機能を有する施設の耐震設計における設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大
事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対して，必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，以下のとおり耐震設計を行う。

冒頭宣言 基本方針

基本方針(地震を
要因とする重大事
故等に対する施設

の耐震設計)

152

a.　事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とした設備
（以下「起因として考慮する設備」という。）は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，閉じ込め機能を損なわない設計とする。
　起因として考慮する設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，起因として考慮する設備を支持できる設計と
する。

評価要求
重大事故等対処設

備

153

b.　地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備（以下「対処する常設重大事故等対処設備」という。）は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定する重大事故等を
踏まえ，火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機
能が維持できる設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，対処する常設重大事故等対処設備を支
持できる設計並びに重大事故等の対処に係る操作場所及びアクセスルートが保持できる設計とする。

評価要求
重大事故等対処設

備

154

c.　地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備（以下「対処する可搬型重大事故等対処設備」という。）は，各保管場所における基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し
て，想定する重大事故等を踏まえ，閉じ込め機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，転倒しないよう固縛等の措置を講ずるとともに，動的機器につい
ては加振試験等により地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれない設計とする。また，ダクト等の静的機器は，複数の保管場所に分散して保管することにより，地震を
要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって保管する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，保管場所，操作場所及びアクセス
ルートが保持できる設計とする。

　起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常設重大事故等対処設備及び対処する可搬型重大事故等対処設備は，個別の設備の機能や設計を踏まえて，地震を要因とする重大事故等時において，基準地
震動Ｓｓを1.2倍した地震力による影響によって，機能を損なわない設計とする。

評価要求
基本方針

可搬型重大事故等
対処設備

155
(2)地震力の算定方法
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計に用いる動的地震力は，「第１章　3.自然現象等」における「3.1.1(3)b.(a)入力地震動」の解放基盤表面で定義する基準地震動Ｓｓの
加速度を1.2倍した地震動により算定した地震力を適用する。

156

(3)荷重の組合せと許容限界
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計においては，必要な機能である火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機
能，支持機能等を維持する設計とする。
 建物・構築物に要求される操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機能並びに支持機能については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を
確保することで機能を維持できる設計とする。
 機器・配管系に要求される火災感知機能等については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで機能を維持できる設計とする。
 また，機器・配管系に要求される消火機能，閉じ込め機能については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能を維持できる設計と
する。
 可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支援機能等については，可搬型設備の特性に応じて，構造強度を確保する又は当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能が維
持できる設計とする。

a.　耐震設計上考慮する状態
　地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)建物・構築物
 第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限界」の「a.耐震設計上考慮する状態」の「(b)重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を
要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に適用する。
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(b)機器・配管系
 第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限界」の「a.　耐震設計上考慮する状態」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地
震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時の状態
当該設備を保管している状態。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態
MOX燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれがある事故又は地震を要因とする重大事故等の状態で，対処する可搬型重大事故等対処設備の機能を必要とする状態。
ハ.　設計用自然条件
屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。

158

b.　荷重の種類
(a)建物・構築物
　第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限界」の「b.　荷重の種類」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因と
する重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替えて適用する。なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に適用する。
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(b)機器・配管系
 第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限界」の「b.　荷重の種類」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とす
る重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時に作用している荷重
通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載荷重とする。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。
対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。
ハ.　 対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力，積雪荷重及び風荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力を考慮する。屋外に保管する設備については，積雪荷重及び風荷重も考慮する。
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c.荷重の組合せ
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とほかの荷重との組合せは，以下によるものとする。
(a)建物・構築物
イ．起因として考慮する設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍
した地震力を組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固
定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・構築物について，通常時に作用している荷重（固定
荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合
わせる。この組み合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で
設定し，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。
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(b)機器・配管系
イ．起因として考慮する設備に係る機器・配管系については，通常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，通常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系について，通常時に作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時
間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組み合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上
設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
(c)可搬型設備
イ.　対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用している荷重と対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力とを組み合わせる。
ロ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考え方について，保管状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。ただし，屋外に設置される施設については，建物・構築
物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
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(c)荷重の組合せ上の留意事項
イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較して明らかに厳しいことが判明している場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と通常時に作用している荷重及びその他必要な荷重とを組
み合わせる。
ハ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力との組み合わせを考慮する。
ニ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，基準地震動Ｓｓを1.2
倍した地震力との組み合わせを考慮する。
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e.許容限界
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとおりとする。
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(a) 起因として考慮する設備
起因として考慮する設備となる露出したMOX粉末を取り扱い，さらに火災源を有するグローブボックスは，閉じ込め機能を維持するため，パネルにき裂や破損が生じないこと及び転倒しない設計とする。ま
た，当該グローブボックスの内装機器の落下・転倒防止機能の確保に当たっては，放射性物質（固体）の閉じ込めバウンダリを構成する容器等を保持する設備の破損により，容器等が落下又は転倒しない設
計とする。
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 上記の閉じ込め機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性
限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。
 上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が維持できる許容限界を適切に設定する。
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(b)対処する常設重大事故等対処設備
　対処する常設重大事故等対処設備の火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準
地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応
力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。
　上記構造強度の許容限界のほか，消火機能，閉じ込め機能等の維持が必要な設備については，その機能が維持できる許容限界を適切に設定する。
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(c)対処する可搬型重大事故等対処設備
 対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界は，保管する対処する可搬型重大事故等対処設備の構造を踏まえて設定する。
 取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能
に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能等の維持が必要な設備については，その機能が維持できる許容限界を適切に設定する。

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物
 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力
に対し，建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形等の地震影響を考慮しても，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の機能が維持できる設計
とする。その上で，耐震評価においては，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の必要な機能が発揮できることを確認するため，機能維持に必要となる施設の部材・部位ごとのせん断ひ
ずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有することを確認する。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の 大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。

Ⅲ-6　地震を要因
とする重大事故等
に対する施設の耐
震性に関する説明
書

耐震性に関する評価条件及び評価結果について説明する。 Ⅲ-6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関す
る説明書において1.2Ssのばらつき等の影響確認について，補足
説明資料を作成する。

評価（耐震）

定義 基本方針 評価条件
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基本設計方針の添付書類への展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

43

8.2.3　 個数及び容量
(1)  常設重大事故等対処設備
　常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。重
大事故等の収束は，これらの系統又はこれらの系統と可搬型重大事故等対処設備の組合せにより達成する。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

44
　「容量」とは，消火剤量，蓄電池容量，タンク容量，発電機容量，計装設備の計測範囲及び作動信号の設定値等とする。

定義
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

45
　常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に十分に余裕がある容量を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた個数を確保する設計
とする。 冒頭宣言

基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

46
　常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施設の系統及び機器を使用するものについては，安全機能を有する施設の容量の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量に対して十分であることを確
認した上で，安全機能を有する施設としての容量と同仕様の設計とする。 冒頭宣言

基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

47
　常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機器を使用するものについては，系統の目的に応じて必要な個数及び容量を有する設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

48
　常設重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用する常設重大事故等対処設備は，MOX燃料加工施設及び再処理施設における重大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。

冒頭宣言
基本方針（常設重
大事故等対処設

備）

49
(2)  可搬型重大事故等対処設備
　可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事象の進展を考慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せ又
はこれらの系統と常設重大事故等対処設備の組合せにより達成する。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

50
　「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，計測器の計測範囲等とする。

定義
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

51
　可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量に対して十分に余裕がある容量を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保する設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

52
　可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用することで，設置の効率化，被ばくの低減が図れるものは，同時に要求される可能性がある複数の機能に必要な容量を合わせた設計とし，兼用できる
設計とする。 冒頭宣言

基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

53
　可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要な個数(必要数)に加え，予備として故障時のバックアップ及び点検保守による待機除外時のバックアップを合わせて必要数以上確保する設計とす
る。 冒頭宣言

基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

54
閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，安全上重要な施設の安全機能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等については，当該系統の範囲ごとに重大事故等へ
の対処に必要な設備を1セット確保する設計とする。 冒頭宣言

基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

55
　可搬型重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用する可搬型重大事故等対処設備は，MOX燃料加工施設及び再処理施設における重大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。

冒頭宣言
基本方針（可搬型
重大事故等対処設

備）

【基本方針（個数及び容量（常設重大事故等対処設備））】
常設重大事故等対処設備の系統構成や設備仕様を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

基本方針（個数及
び容量（可搬型重
大事故等対処設

備））

【基本方針（個数及び容量（常設重大事故等対処設備））】
可搬型重大事故等対処設備の系統構成や設備仕様を説明する。

基本方針（個数及
び容量（常設重大

事故等対処設
備））

V-1-1-3　設備別
記載事項の設定根
拠に関する説明書
の各設定根拠説明
書

・重大事故等対処設備
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基本設計方針の添付書類への展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

Ⅴ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 －

Ⅴ-1-1-4-2　重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書

1. 概要

本項目は，「加工施設の技術基準に関する規
則」（以下「技術基準規則」という。）第30
条及び第32条から第39条に基づき，重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健
全性について説明

〇
技術基準規則に基づく，安全機能を有する施
設及び重大事故等対処設備が使用される条件
の下における健全性の概要を説明

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし ―

2. 重大事故等対処設備に対する設計方針
・重大事故等対処設備の設計に対する基本方
針を説明
・重大事故等対処設備の一覧を示す。

〇
重大事故等対処設備の設計に対する基本方針
を説明

○
第2回申請対象設備の重大事故等対処設備の
一覧を示す。

○
第3回申請対象設備の重大事故等対処設備の
一覧を示す。

○
第4回申請対象設備の重大事故等対処設備の
一覧を示す。

―

3. 共通要因故障に対する考慮等 －
(1) 共通要因故障に対する考慮 －

a. 常設重大事故等対処設備

常設重大事故等対処設備は，共通要因によっ
て設計基準事故に対処するための設備の安全
機能と同時にその機能が損なわれるおそれが
ないよう，内的事象を要因とする重大事故等
に対処するものと外的事象を要因とする重大
事故等に対処するものそれぞれに対して想定
される重大事故等が発生した場合における環
境条件に対して健全性を確保することによ
り，信頼性が十分に高い設計とする。

〇
常設重大事故等対処設備の共通要因に対する
健全性の確保について説明

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし ―

b. 可搬型重大事故対処設備

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因に
よって設計基準事故に対処するための設備の
安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大
事故等に対処するために必要な機能と同時に
その機能が損なわれるおそれがないよう内的
事象を要因とする重大事故等に対処するもの
と外的事象を要因とする重大事故等に対処す
るものそれぞれに対して想定される重大事故
等が発生した場合における環境条件に対して
健全性を確保すること，位置的分散を図るこ
とにより信頼性が十分に高い設計とする。そ
の他の可搬型重大事故等対処設備について
も，可能な限り多様性，独立性，位置的分散
を考慮した設計とする。

〇
可搬型重大事故等対処設備の共通要因に対す
る健全性の確保について説明

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし ―

c.
可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接
続口

MOX燃料加工施設における重大事故等の対処
においては，建屋等の外から可搬型重大事故
等対処設備を常設重大事故等対処設備に接続
して水又は電力を供給する必要のない設計と
する。

〇
可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等
対処設備の接続口に関する設計方針について
説明

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし ―

(2) 悪影響防止

重大事故等対処設備の再処理事業所内の他の
設備（安全機能を有する施設，当該重大事故
等対処設備以外の重大事故等対処設備，再処
理施設及び再処理施設の重大事故等対処設備
を含む。）に対して悪影響を及ぼさない設計

〇

重大事故等対処設備の再処理事業所内の他の
設備（安全機能を有する施設，当該重大事故
等対処設備以外の重大事故等対処設備，再処
理施設及び再処理施設の重大事故等対処設備
を含む。）に対して悪影響を及ぼさない設計
の宣言。

〇

・重大事故等対処設備からの内部発生飛散物
による．他の設備に悪影響を及ぼさない設計
について説明
・重大事故等対処設備が再処理事業所内の他
の設備（安全機能を有する施設，当該重大事
故等対処設備以外の重大事故等対処設備，再
処理施設及び再処理施設の重に故等対処設備
を含む。）に悪影響を及ぼさない設計を説明
重大事故等対処設備が再処理事業所内の他の
設備（安全機能を有する施設，当該重大事故
等対処設備以外の重大事故等対処設備，再処
理施設及び再処理施設の重大事故等対処設備
を含む。）に悪影響を及ぼさない設計を説明
・重大事故等対処設備が再処理事業所内の他
の設備（安全機能を有する施設，当該重大事
故等対処設備以外の重大事故等対処設備，再
処理施設及び再処理施設の重に故等対処設備
を含む。）に悪影響を及ぼさない設計を説明
・系統的な影響による他の設備に悪影響を及
ぼさない設計を説明

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし 〇

可搬型放水砲については，燃料加工建屋への
放水により，当該設備の使用を想定する重大
事故時において必要となる屋外の他の設備に
悪影響を及ぼさない設計を説明

共用設備について
（２）重大事故対処設備
（３）共用する設備の範囲

MOX目次
MOX添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料
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基本設計方針の添付書類への展開
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

MOX目次
MOX添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

4. 環境条件等 －

(1) 環境条件

重大事故等対処設備は，想定される重大事故
等が発生した場合における温度，圧力，湿
度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有
効に発揮できるよう，その設置場所（使用場
所）及び保管場所に応じた耐環境性を有する
設計とするとともに，操作が可能な設計とす
る。

〇

重大事故等対処設備は，想定される重大事故
等が発生した場合における温度，圧力，湿
度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有
効に発揮できるよう，その設置場所（使用場
所）及び保管場所に応じた耐環境性を有する
設計とするとともに，操作が可能な設計の宣
言。

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし ―

a. 常設重大事故等対処設備

常設重大事故等対処設備に対する，重大事故
等時における環境条件（重大事故等時に汽水
を供給する系統への影響，自然現象による影
響，人為事象の影響及び周辺機器等からの影
響）の影響を考慮した設計を説明

〇

屋内に設置する常設重大事故等対処設備に対
する，重大事故等時における環境条件（自然
現象による影響，人為事象の影響及び周辺機
器等からの影響）の影響を考慮した設計を説
明

〇
建屋等の給気系に設置する除塩フィルタの仕
様を説明

△
第1回，第２回ですべて説明されるため追加
事項なし

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし

・第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処
設備の健全性評価）
表　MOX燃料加工施設 第30条に対する適合性の整理
表
・自主対策設備の悪影響防止について

b. 可搬型重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備に対する，重大事
故等時における環境条件（重大事故等時に汽
水を供給する系統への影響，自然現象による
影響，人為事象の影響及び周辺機器等からの
影響）の影響を考慮した設計を説明

〇

可搬型重大事故等対処設備に対する，重大事
故等時における環境条件（重大事故等時に汽
水を供給する系統への影響，自然現象による
影響，人為事象の影響及び周辺機器等からの
影響）の影響を考慮した設計を説明

〇
建屋等の給気系に設置する除塩フィルタの仕
様を説明

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし

・第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処
設備の健全性評価）
表　MOX燃料加工施設 第30条に対する適合性の整理
表
・自主対策設備の悪影響防止について

(2) 重大事故等における条件の影響 －

a. 圧力による影響
重大事故等対処設備は，重大事故等時におけ
る環境条件（圧力）の影響を考慮した設計と
する。

〇
重大事故等対処設備は，重大事故等時におけ
る屋外及び燃料加工建屋の環境条件（圧力）
の影響を考慮した設計とする。

〇
重大事故等対処設備は，重大事故等時におけ
るグローブボックス内の環境条件（圧力）の
影響を考慮した設計を説明

△ 第２回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第２回ですべて説明されるため追加事項なし

環境条件における機器の健全性評価の手法について
2.圧力に係る適合性評価手法

・重大事故等対処設備の環境条件の設定について

b. 温度及び湿度による影響
重大事故等対処設備は，重大事故等時におけ
る環境条件（温度及び湿度）の影響を考慮し
た設計とする。

〇
重大事故等対処設備は，重大事故等時におけ
る屋外及び燃料加工建屋の環境条件（温度及
び湿度）の影響を考慮した設計を説明

〇
重大事故等対処設備は，重大事故等時におけ
るグローブボックス内の環境条件（温度及び
湿度）の影響を考慮した設計の説明

△ 第２回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第２回ですべて説明されるため追加事項なし

環境条件における機器の健全性評価の手法について
3.温度に係る適合性評価手法
4.湿度に係る適合性評価手法

・重大事故等対処設備の環境条件の設定について

c. 放射線による影響
重大事故等対処設備は，重大事故等時におけ
る環境条件（放射線）による影響を考慮した
設計とする。

〇
重大事故等対処設備は，重大事故等時におけ
る屋外及び燃料加工建屋の環境条件（放射
線）の影響を考慮した設計を説明

〇
重大事故等対処設備は，重大事故等時におけ
るグローブボックス内の環境条件（放射線）
による影響を考慮した設計の説明

△ 第２回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第２回ですべて説明されるため追加事項なし

環境条件における機器の健全性評価の手法について
5.放射線に係る適合性評価手法

・重大事故等対処設備の環境条件の設定について

(3) 自然現象により発生する荷重の影響 －

a. 常設重大事故等対処設備

常設重大事故等対処設備については，自然現
象のうち，風（台風），竜巻，積雪及び火山
の影響による荷重の評価を行い，それぞれの
荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有
効に発揮できる設計とする。

〇

常設重大事故等対処設備については，自然現
象のうち，風（台風），竜巻，積雪及び火山
の影響による荷重の評価を行い，それぞれの
荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有
効に発揮できる設計とする。

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし

・第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処
設備の健全性評価）
表　MOX燃料加工施設 第30条に対する適合性の整理
表

b. 可搬型重大事故等対処施設

可搬型重大事故等対処設備については，自然
現象のうち，風（台風），竜巻，積雪及び火
山の影響による荷重の評価を行い，それぞれ
の荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を
有効に発揮できる設計とする。

〇

可搬型重大事故等対処設備については，自然
現象のうち，風（台風），竜巻，積雪及び火
山の影響による荷重の評価を行い，それぞれ
の荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を
有効に発揮できる設計とする。

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし

・第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処
設備の健全性評価）
表　MOX燃料加工施設 第30条に対する適合性の整理
表

c. 荷重の組み合わせ

重大事故等対処設備については，自然現象の
うち，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影
響による荷重の評価を行い，それぞれの荷重
及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に
発揮できる設計とする。

〇

重大事故等対処設備に対して考慮する荷重及
びそれらの組み合わせに対しても，重大事故
等への対処に必要な機能を有効に発揮するた
めの設計方針を説明。

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし

・第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処
設備の健全性評価）
表　MOX燃料加工施設 第30条に対する適合性の整理
表

d. 重大事故等時に生ずる荷重の組み合わせ

重大事故等対処設備は，重大事故等時に生ず
る荷重及び自然現象(地震，風(台風)，竜
巻，積雪，火山の影響)による荷重の組み合
わせを考慮したとしても，重大事故等対処設
備の重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

〇

重大事故等対処設備に対して考慮する荷重と
重大事故等時に生ずる荷重の組み合わせに対
しても，重大事故等への対処に必要な機能を
有効に発揮するための設計方針を説明。

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし ―

(4) 重大事故等対処設備の設置場所

重大事故等対処設備は，想定される重大事故
等が発生した場合においても操作及び復旧作
業に支障がないように，線量率の高くなるお
それの少ない場所の選定，当該設備の設置場
所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場
所で操作可能な設計，放射線の影響を受けな
い異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で
操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊急
時対策所及び再処理施設の中央制御室で操作
可能な設計とする。

〇

重大事故等対処設備は，想定される重大事故
等が発生した場合においても操作及び復旧作
業に支障がないように，線量率の高くなるお
それの少ない場所の選定，当該設備の設置場
所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場
所で操作可能な設計，放射線の影響を受けな
い異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で
操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊急
時対策所及び再処理施設の中央制御室で操作
可能な設計とする。

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし ―

(5) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重
大事故等が発生した場合においても設置及び
常設設備との接続に支障がないように，線量
率の高くなるおそれの少ない設置場所の選
定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に
より当該設備の設置場所で操作可能な設計，
遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施
設の中央制御室で操作可能な設計により，当
該設備の設置及び常設設備との接続が可能な
設計とする。

〇

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重
大事故等が発生した場合においても設置及び
常設設備との接続に支障がないように，線量
率の高くなるおそれの少ない設置場所の選
定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に
より当該設備の設置場所で操作可能な設計，
遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施
設の中央制御室で操作可能な設計により，当
該設備の設置及び常設設備との接続が可能な
設計とする。

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし ―
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5. 操作性及び試験・検査性 －

(1) 操作性の確保 重大事故等対処設備の操作性に関する事項 〇
重大事故等対処設備の操作性に関する事項の
説明

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし

a. 操作の確実性

重大事故等対処設備は，想定される重大事故
等が発生した場合においても操作を確実なも
のとするため，重大事故等における条件を考
慮し，操作する場所において操作が可能な設
計とする。

〇

重大事故等対処設備は，想定される重大事故
等が発生した場合においても操作を確実なも
のとするため，重大事故等における条件を考
慮し，操作する場所において操作が可能な設
計とする。

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし

b. 系統の切替性

重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全
機能を有する施設としての用途等）以外の用
途として重大事故等に対処するために使用す
る設備は，通常時に使用する系統から速やか
に切替操作が可能なように，系統に必要な弁
等を設ける設計とする。

〇

重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全
機能を有する施設としての用途等）以外の用
途として重大事故等に対処するために使用す
る設備は，通常時に使用する系統から速やか
に切替操作が可能なように，系統に必要な弁
等を設ける設計とする。

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし

c. 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続
するものについては，容易かつ確実に接続で
き，かつ，複数の系統が相互に使用すること
ができるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続
又はより簡便な接続方式を用いる設計とし，
ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力
及び温度等の特性に応じたフランジ接続又は
より簡便な接続方式を用いる設計とする。ま
た，同一ポンプを接続するホースは，流量に
応じて口径を統一すること等により，複数の
系統での接続方式を考慮した設計とする。

〇

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続
するものについては，容易かつ確実に接続で
き，かつ，複数の系統が相互に使用すること
ができるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続
又はより簡便な接続方式を用いる設計とし，
ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力
及び温度等の特性に応じたフランジ接続又は
より簡便な接続方式を用いる設計とする。ま
た，同一ポンプを接続するホースは，流量に
応じて口径を統一すること等により，複数の
系統での接続方式を考慮した設計とする。

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし

d. 再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保

想定される重大事故等が発生した場合におい
て，可搬型重大事故等対処設備
の保管場所から設置場所への運搬及び接続場
所への敷設，又は他の設備の被害状況を把握
するため，再処理事業所内の屋外道路及び屋
内通路をアクセスルートとして確保できる設
計とする。

〇

想定される重大事故等が発生した場合におい
て，可搬型重大事故等対処設備
の保管場所から設置場所への運搬及び接続場
所への敷設，又は他の設備の被害状況を把握
するため，再処理事業所内の屋外道路及び屋
内通路をアクセスルートとして確保できる設
計とする。

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし ○ ホイールローダの必要数に関する事項
・可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセ
スルート

(2) 試験・検査性
重大事故等対処設備の試験・検査及び当該機
器の健全性を維持するための考慮事項

〇
重大事故等対処設備の試験・検査及び当該機
器の健全性を維持するための考慮事項の説明

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし 〇
重大事故等対処設備の試験・検査及び当該機
器の健全性を維持するための考慮事項の説明

〇
重大事故等対処設備の試験・検査及び当該機
器の健全性を維持するための考慮事項の説明

・第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処
設備の健全性評価）
表　MOX燃料加工施設 第30条に対する適合性の整理
表

6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計 －

(1)
地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計の基
本方針

基準地震動を超える地震動に対して機能維持
が必要な設備の耐震設計方針の概要

〇
基準地震動を超える地震動に対して機能維持
が必要な設備の耐震設計方針の概要の説明

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし
・重大事故等対処施設の設計の前提となる重大事故
等対処設備の設計要求等について

(2) 地震力の算定方法

地震を要因とする重大事故等に対処する重大
事故等対処施設の耐震設計に用いる動的地震
力は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を
適用する。

〇

地震を要因とする重大事故等に対処する重大
事故等対処施設の耐震設計に用いる動的地震
力は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を
適用する。

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし －

(3) 荷重の組合せと許容限界
地震を要因とする重大事故等に対処するため
の重大事故等対処設備の耐震設計における荷
重の組合せと許容限界について説明する

〇
地震を要因とする重大事故等に対処するため
の重大事故等対処設備の耐震設計における荷
重の組合せと許容限界について説明する

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし －

7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針
MOX燃料加工施設の可搬型重大事故等対処設
備の内部火災に対する防護方針

〇
MOX燃料加工施設の可搬型重大事故等対処設
備の内部火災に対する防護方針を説明する

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし －

8. 系統施設毎の設計上の考慮
重大事故等対処設備について，系統施設毎の
健全性に関する事項

〇
重大事故等対処設備について，系統施設毎の
健全性に関する事項

△ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第1回ですべて説明されるため追加事項なし －

8.1 成型施設 成型施設の健全性に関する事項 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし 〇 成型施設の健全性に関する事項 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし －

8.2 放射性廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施設の健全性に関する事
項

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし 〇
放射性廃棄物の廃棄施設の健全性に関する事
項

〇
放射性廃棄物の廃棄施設の健全性に関する事
項

〇
放射性廃棄物の廃棄施設の健全性に関する事
項

－

8.3 放射線管理施設 放射線管理施設の健全性に関する事項 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし 〇 放射線管理施設の健全性に関する事項 〇 放射線管理施設の健全性に関する事項 －

8.4 その他の加工施設 －

8.4.1 火災防護設備 火災防護設備の健全性に関する事項 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし 〇 火災防護設備の健全性に関する事項 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし －

8.4.2 所内電源設備 所内電源設備の健全性に関する事項 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし 〇 所内電源設備の健全性に関する事項 〇 所内電源設備の健全性に関する事項 －

8.4.3 補機駆動用燃料補給設備
補機駆動用燃料補給設備の健全性に関する事
項

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし 〇
補機駆動用燃料補給設備の健全性に関する事
項

－

8.4.4 拡散抑制設備 拡散抑制設備の健全性に関する事項 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし 〇 拡散抑制設備の健全性に関する事項 －

8.4.5 水供給設備 水供給設備の健全性に関する事項 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし 〇 水供給設備の健全性に関する事項 －

8.4.6 緊急時対策所 緊急時対策所の健全性に関する事項 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし 〇 緊急時対策所の健全性に関する事項 －

8.4.7 情報把握設備 情報把握設備の健全性に関する事項 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし 〇 情報把握設備の健全性に関する事項 〇 情報把握設備の健全性に関する事項 －

8.4.8 通信連絡設備 通信連絡設備の健全性に関する事項 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし 〇 通信連絡設備の健全性に関する事項 －

・重大事故等時における現場操作の成立性について
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－

1. 概要

本資料は，「Ⅴ－１－１－４－１　重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書」にて示した重大事故等
対処設備の機能維持に係る設計方針を整理し
た上で，各設備の要求機能及び性能目標を明
確にし，各設備の機能設計等について説明す
るものである。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○

本資料は，「Ⅴ－１－１－４－１　重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書」にて示した重大事故等
対処設備の機能維持に係る設計方針を整理し
た上で，各設備の要求機能及び性能目標を明
確にし，各設備の機能設計等について説明す
るものである。

△ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第2回ですべて説明されるため追加事項なし －

2. 設計方針 －

2.1 基本方針
重大事故等対処設備は，想定する重大事故等
の環境条件を考慮した上で期待する機能が発
揮できる設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○
重大事故等対処設備は，想定する重大事故等
の環境条件を考慮した上で期待する機能が発
揮できる設計とする。

○
重大事故等対処設備は，想定する重大事故等
の環境条件を考慮した上で期待する機能が発
揮できる設計とする。

○
重大事故等対処設備は，想定する重大事故等
の環境条件を考慮した上で期待する機能が発
揮できる設計とする。

－

2.2 竜巻への考慮
竜巻を考慮する施設の選定，要求機能及び性
能目標に関する事項を説明する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○
竜巻を考慮する施設の選定，要求機能及び性
能目標に関する事項を説明する。

○
竜巻を考慮する施設の選定，要求機能及び性
能目標に関する事項を説明する。

○
竜巻を考慮する施設の選定，要求機能及び性
能目標に関する事項を説明する。

－

2.3 外部火災への考慮
外部火災の影響を考慮する施設の選定，要求
機能及び性能目標に関する事項を説明する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○
外部火災の影響を考慮する施設の選定，要求
機能及び性能目標に関する事項を説明する。

○
外部火災の影響を考慮する施設の選定，要求
機能及び性能目標に関する事項を説明する。

○
外部火災の影響を考慮する施設の選定，要求
機能及び性能目標に関する事項を説明する。

－

2.4 降下火砕物への考慮
降下火砕物を考慮する施設の選定，要求機能
及び性能目標に関する事項を説明する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○
降下火砕物を考慮する施設の選定，要求機能
及び性能目標に関する事項を説明する。

○
降下火砕物を考慮する施設の選定，要求機能
及び性能目標に関する事項を説明する。

○
降下火砕物を考慮する施設の選定，要求機能
及び性能目標に関する事項を説明する。

－

2.5 溢水への考慮
溢水の影響を考慮する施設の選定，要求機能
及び性能目標に関する事項を説明する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○
溢水の影響を考慮する施設の選定，要求機能
及び性能目標に関する事項を説明する。

○
溢水の影響を考慮する施設の選定，要求機能
及び性能目標に関する事項を説明する。

○
溢水の影響を考慮する施設の選定，要求機能
及び性能目標に関する事項を説明する。

－

2.6 可搬型重大事故等対処設備の地震への考慮
地震の影響を考慮する可搬型重大事故等対処
設備の選定，要求機能及び性能目標に関する
事項を説明する。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし － 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○
地震の影響を考慮する可搬型重大事故等対処
設備の選定，要求機能及び性能目標に関する
事項を説明する。

○
地震の影響を考慮する可搬型重大事故等対処
設備の選定，要求機能及び性能目標に関する
事項を説明する。

－

Ⅴ-1-1-4-2-1　重大事故等対処設備の設計方針
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1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

MOX目次
MOX添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート －

1. 概要

可搬型重大事故等対処設備の保管場所及び保
管場所から設置場所，接続場所まで運搬する
ための経路並びに他の設備の被害状況を把握
するための経路（以下、「アクセスルート」
という。）について、設計上考慮する事項

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし － 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○

可搬型重大事故等対処設備の保管場所及び保
管場所から設置場所，接続場所まで運搬する
ための経路並びに他の設備の被害状況を把握
するための経路（以下、「アクセスルート」
という。）について、設計上考慮する事項

△ 第３回ですべて説明されるため追加事項なし －

2． 保管場所 －

2.1 保管場所の基本方針

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，
その他の自然現象又は故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズム，設計基準事故に
対処するための設備及び重大事故等対処設備
の配置その他の条件を考慮した上で常設重大
事故等対処設備と異なる保管場所に保管する
設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし － 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，
その他の自然現象又は故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズム，設計基準事故に
対処するための設備及び重大事故等対処設備
の配置その他の条件を考慮した上で常設重大
事故等対処設備と異なる保管場所に保管する
設計とする。

△ 第３回ですべて説明されるため追加事項なし －

2.2 保管場所の影響評価

保管場所について想定される自然現象を抽出
し，その自然現象が起因とする被害要因を整
理した上で，被害要因に対する影響評価を行
う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし － 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○

保管場所について想定される自然現象を抽出
し，その自然現象が起因とする被害要因を整
理した上で，被害要因に対する影響評価を行
う。

△ 第３回ですべて説明されるため追加事項なし －

2.3 保管場所の評価方法
保管場所への影響について，被害要因ごとに
影響評価を行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし － 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○
保管場所への影響について，被害要因ごとに
影響評価を行う。

△ 第３回ですべて説明されるため追加事項なし －

2.4 保管場所の影響評価
保管場所への影響について，被害要因ごとに
影響評価の結果を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし － 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○
保管場所への影響について，被害要因ごとに
影響評価の結果を示す。

△ 第３回ですべて説明されるため追加事項なし －

3. 屋外アクセスルート －

3.1 屋外アクセスルートの基本方針

環境条件として考慮する事象を含め，自然現
象，人為事象，溢水，火災を考慮しても，運
搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂
回路も考慮して複数のアクセスルートを確保
する設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし － 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○

環境条件として考慮する事象を含め，自然現
象，人為事象，溢水，火災を考慮しても，運
搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂
回路も考慮して複数のアクセスルートを確保
する設計とする。

△ 第３回ですべて説明されるため追加事項なし －

3.2 屋外アクセスルートの影響評価

屋外アクセスルートについて想定される自然
現象を抽出し，その自然現象が起因とする被
害要因を整理した上で，被害要因に対する影
響評価を行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし － 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○

屋外アクセスルートについて想定される自然
現象を抽出し，その自然現象が起因とする被
害要因を整理した上で，被害要因に対する影
響評価を行う。

△ 第３回ですべて説明されるため追加事項なし －

3.3 屋外アクセスルートの評価方法
屋外アクセスルートへの影響について，被害
要因ごとに影響評価を行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし － 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○
屋外アクセスルートへの影響について，被害
要因ごとに影響評価を行う。

△ 第３回ですべて説明されるため追加事項なし －

3.4 屋外アクセスルートの評価結果
屋外アクセスルートへの影響について，被害
要因ごとに影響評価の結果を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし － 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○
屋外アクセスルートへの影響について，被害
要因ごとに影響評価の結果を示す。

△ 第３回ですべて説明されるため追加事項なし －

4. 屋内アクセスルート －

4.1 屋内アクセスルートの基本方針

環境条件として考慮する事象を含め，自然現
象，人為事象，溢水，火災を考慮しても，運
搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂
回路も考慮して複数のアクセスルートを確保
する設計とする。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし － 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○

環境条件として考慮する事象を含め，自然現
象，人為事象，溢水，火災を考慮しても，運
搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂
回路も考慮して複数のアクセスルートを確保
する設計とする。

△ 第３回ですべて説明されるため追加事項なし －

4.2 屋内アクセスルートの影響評価

屋内アクセスルートについて想定される自然
現象を抽出し，その自然現象が起因とする被
害要因を整理した上で，被害要因に対する影
響評価を行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし － 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○

屋内アクセスルートについて想定される自然
現象を抽出し，その自然現象が起因とする被
害要因を整理した上で，被害要因に対する影
響評価を行う。

△ 第３回ですべて説明されるため追加事項なし －

4.3 屋内アクセスルートの評価方法
屋内アクセスルートへの影響について，被害
要因ごとに影響評価を行う。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし － 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○
屋内アクセスルートへの影響について，被害
要因ごとに影響評価を行う。

△ 第３回ですべて説明されるため追加事項なし －

4.4 屋内アクセスルートの評価結果
屋内アクセスルートへの影響について，被害
要因ごとに影響評価の結果を示す。

－ 対象となる設備なしのため、記載事項なし － 対象となる設備なしのため、記載事項なし ○
屋内アクセスルートへの影響について，被害
要因ごとに影響評価の結果を示す。

△ 第３回ですべて説明されるため追加事項なし －
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別紙３②

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

MOX目次
MOX添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

Ⅴ-1-1-4-2-3　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計 －

1. 概要

MOX燃料加工施設で想定する地震を要因とす
る重大事故等と，これに対処するための重大
事故等対処設備に必要となる機能を踏まえ，
耐震設計において考慮すべき事項について説
明

〇

MOX燃料加工施設で想定する地震を要因とす
る重大事故等と，これに対処するための重大
事故等対処設備に必要となる機能を踏まえ，
耐震設計において考慮すべき事項について説
明

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

2. 地震を要因とする重大事故等の対処

基準地震動Ｓｓを超えるような地震として，
基準地震動Ｓｓに加えて2割程度までは確実
に重大事故等対処が実施できるよう設計す
る。

〇

基準地震動Ｓｓを超えるような地震として，
基準地震動Ｓｓに加えて2割程度までは確実
に重大事故等対処が実施できるよう設計す
る。

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

3.
地震を要因とした重大事故等に対する重大事故等対処施設
の基本方針

－

3.1 地震を要因とする重大事故等

地震を要因とする重大事故等としてMOX燃料
加工施設で考慮する事象は，MOXを粉末で扱
うグローブボックス内において火災が発生す
ることで核燃料物質を閉じ込める機能を喪失
する事象である。

〇

地震を要因とする重大事故等としてMOX燃料
加工施設で考慮する事象は，MOXを粉末で扱
うグローブボックス内において火災が発生す
ることで核燃料物質を閉じ込める機能を喪失
する事象である。

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

3.2 基本方針

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による重
大事故等対処施設の耐震設計は，重大事故等
の起因となる異常事象の選定において，基準
地震動Ｓｓを上回る地震が発生した場合で
あっても，重大事故等に対処することができ
ることを示すために実施するものである。

〇

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による重
大事故等対処施設の耐震設計は，重大事故等
の起因となる異常事象の選定において，基準
地震動Ｓｓを上回る地震が発生した場合で
あっても，重大事故等に対処することができ
ることを示すために実施するものである。

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

3.3
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設
の対象

地震を要因とする重大事故等に対処する重大
事故等対処施設は，以下に示すとおりであ
る。

〇
地震を要因とする重大事故等に対処する重大
事故等対処施設は，以下に示すとおりであ
る。

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

3.4
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設
の耐震設計の基本方針

地震を要因とする重大事故等に対処する重大
事故等対処施設の耐震設計の基本方針は，
「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」の
「3.1.1　耐震設計」に係る重大事故等対処
施設の耐震設計における基本方針を踏襲し，
構造上の特徴，重大事故等の状態で施設に作
用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓを
1.2倍した地震力に対して重大事故等への対
処に必要な機能が損なわれるおそれがないこ
とを目的とし，重大事故等対処施設に係る技
術基準規則に適合する設計とする。

〇

地震を要因とする重大事故等に対処する重大
事故等対処施設の耐震設計の基本方針は，
「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」の
「3.1.1　耐震設計」に係る重大事故等対処
施設の耐震設計における基本方針を踏襲し，
構造上の特徴，重大事故等の状態で施設に作
用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓを
1.2倍した地震力に対して重大事故等への対
処に必要な機能が損なわれるおそれがないこ
とを目的とし，重大事故等対処施設に係る技
術基準規則に適合する設計とする。

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

4. 基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力の設定

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力は，「Ｖ
－１－１－４－２　重大事故等対処設備が使
用される条件の下における健全性に関する説
明書」の「6.　地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計」での「(2)　地震
力の算定方法」に示すとおり，基準地震動Ｓ
ｓを1.2倍した地震力を適用する。

〇

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力は，「Ｖ
－１－１－４－２　重大事故等対処設備が使
用される条件の下における健全性に関する説
明書」の「6.　地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設計」での「(2)　地震
力の算定方法」に示すとおり，基準地震動Ｓ
ｓを1.2倍した地震力を適用する。

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

5.
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設
に要求される機能及び機能維持の方針

地震を要因とする重大事故等に対処する重大
事故等対処施設は，「3.2　基本方針」に示
すとおり，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力に対して，必要な機能が損なわれるおそれ
がないことを確認する。

〇

地震を要因とする重大事故等に対処する重大
事故等対処施設は，「3.2　基本方針」に示
すとおり，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力に対して，必要な機能が損なわれるおそれ
がないことを確認する。

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

5.1
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設
に要求される機能

地震を要因とする重大事故等に対処する重大
事故等対処施設は，「3.2　基本方針」に示
すとおり，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力に対して，必要な機能が損なわれるおそれ
がないことを確認する。これを踏まえ，地震
を要因とする重大事故等に対処するための重
大事故等対処施設ごとに要求される機能を整
理するとともに，要求される機能を踏まえた
施設ごとの耐震設計の機能維持の方針を示
す。

〇

地震を要因とする重大事故等に対処する重大
事故等対処施設は，「3.2　基本方針」に示
すとおり，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力に対して，必要な機能が損なわれるおそれ
がないことを確認する。これを踏まえ，地震
を要因とする重大事故等に対処するための重
大事故等対処施設ごとに要求される機能を整
理するとともに，要求される機能を踏まえた
施設ごとの耐震設計の機能維持の方針を示
す。

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

5.2
地震を要因とする重大事故等に対するための重大事故等対
処施設の機能維持の基本方針

地震を要因とする重大事故等に対処する重大
事故等対処施設の機能維持は，基準地震動Ｓ
ｓを1.2倍した地震力に対して，施設の構造
強度の確保及び支持機能，閉じ込め機能，動
的機能，電気的機能等の機能に応じて機能が
維持できる設計とする。

〇

地震を要因とする重大事故等に対処する重大
事故等対処施設の機能維持は，基準地震動Ｓ
ｓを1.2倍した地震力に対して，施設の構造
強度の確保及び支持機能，閉じ込め機能，動
的機能，電気的機能等の機能に応じて機能が
維持できる設計とする。

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

6.
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処設備
のその他耐震設計に係る事項

－

6.1 準拠規格
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対する
耐震設計として準拠する規格を説明する。

〇
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対する
耐震設計として準拠する規格を説明する。

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

6.2 波及的影響に対する考慮

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を考慮す
る設備は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力
を考慮しない施設の波及的影響によって，そ
の安全機能を損なわない設計とする。

〇

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を考慮す
る設備は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力
を考慮しない施設の波及的影響によって，そ
の安全機能を損なわない設計とする。

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

6.3 構造計画と配置計画
地震を要因とする重大事故等に対処するため
の重大事故等対処施設に対する構造計画及び
配置設計について説明する。

〇
地震を要因とする重大事故等に対処するため
の重大事故等対処施設に対する構造計画及び
配置設計について説明する。

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

6.4 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針
地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針
を説明する。

〇
地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針
を説明する。

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

6.5 ダクティリティに関する考慮
ダクティリティに関する考慮について説明す
る。

〇
ダクティリティに関する考慮について説明す
る。

△ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加事項なし －

6.6 機器・配管系の支持方針について
機器・配管系本体の支持方針について説明す
る。

〇
機器・配管系本体の支持方針について説明す
る。

〇
機器・配管系本体の支持方針について説明す
る。

〇
機器・配管系本体の支持方針について説明す
る。

△ 第３回ですべて説明されるため追加事項なし －

〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目
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備考
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Ⅲ　加⼯施設の耐震性に関する説明書
　Ⅲ-1-1-2　地盤の⽀持性能
Ⅴ-1-1-1-6　津波への配慮に関する説明書
Ⅴ-1-1-1　加⼯施設の⾃然現象等による損傷の防⽌に関する
説明書

V-1-1-4-2-1　重⼤事故等対処設備の設計⽅針
○重⼤事故等対処設備の各事象（溢⽔、⻯巻、降下⽕砕物及び可搬の固縛等）に対する基本⽅針

1.概要
２.設計⽅針
 2.1基本設計
 2.2⻯巻への考慮
　〇防護対象設備の選定，評価対象の選定
　○重⼤事故等対処設備の設備分類，要求機能及び性能⽬標
　○重⼤事故等対処設備の性能⽬標を達成するための機能設計
 2.3外部⽕災への考慮
　〇防護対象設備の選定，評価対象の選定
 2.4⽕⼭への考慮
　〇防護対象設備の選定，評価対象の選定
　○重⼤事故等対処設備の設備分類，要求機能及び性能⽬標
　○重⼤事故等対処設備の性能⽬標を達成するための機能設計
 2.5溢⽔への考慮
　〇防護対象設備の選定，評価対象の選定，評価条件の設定
 2.6可搬型重⼤事故等対処設備の地震への考慮

※2.2⻯巻への考慮，2.3外部⽕災への考慮，2.4⽕⼭への考慮，2.5溢⽔への考慮については，安全機能を有する施設に対する
設計⽅針等を重⼤事故等対処設備の⽅針に引⽤する。

Ⅴ-1-1-1-2　⻯巻への配慮に関する説明書
　　　Ⅴ-1-1-1-2-4　⻯巻への配慮が必要な施設等の強度計算
　　　　　Ⅴ-1-1-1-2-4-1　⻯巻への配慮が必要な施設等の強度計算の⽅針
　　　　　　　Ⅴ-1-1-1-2-4-1-2　屋外の重⼤事故等対処設備の固縛に関する強度⽅針
　　　　　Ⅴ-1-1-1-2-4-2　⻯巻への配慮が必要な施設等の強度計算書
　　　　　　　Ⅴ-1-1-1-2-4-2-2　屋外の重⼤事故等対処設備の固縛に関する強度計算書
Ⅴ-1-1-1-3　外部⽕災への配慮に関する説明書
　　Ⅴ-1-1-1-3-3　外部⽕災への配慮が必要な施設の設計⽅針及び評価⽅針
　　Ⅴ-1-1-1-3-4　外部⽕災防護における評価結果
Ⅴ-1-1-1-4　⽕⼭への配慮に関する説明書
 Ⅴ-1-1-1-4-4　⽕⼭への配慮が必要な施設の強度に関する説明書
　　　　　Ⅴ-1-1-1-4-4-1　⽕⼭への配慮が必要な施設の強度計算の⽅針
　　　　　Ⅴ-1-1-1-4-4-2　⽕⼭への配慮が必要な施設の強度計算書

Ⅴ-1-1-7　加⼯施設内における溢⽔による損傷の防⽌に関する説明書
　　　Ⅴ-1-1-7-3　溢⽔影響に関する評価⽅針
　　　Ⅴ-1-1-7-4　溢⽔影響に関する評価
　　　Ⅴ-1-1-7-6　溢⽔による損傷の防⽌に対する耐震設計
　　　Ⅴ-1-1-7-7　溢⽔による損傷の防⽌に対する強度に関する説明書

設計基準に係る添付書類

⿊字は第1回設⼯認申請で認可を受けた範囲，緑字は第2回設⼯認申請の追加説明範囲，灰⾊字は基本設計⽅針と同様の設計⽅針は⽰すが詳細は後次回以降の申請で⽰す範囲とする。
重⼤事故等対処施設の設⼯認申請書の展開

踏襲又は基づく設計

Ⅲ　加⼯施設の耐震性に関する説明書
　　Ⅲ-１　耐震性に関する基本⽅針
　　Ⅲ-1-1　耐震設計の基本⽅針

Ⅴ-1-1-1-6　津波への配慮に関する説明書

Ⅴ-1-1-6　⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書

Ⅲ-2　耐震性に関する計算書

SAとして規則要求がある項⽬

A

基本設計⽅針
第1章　共通項⽬

3.1　地震による損傷の防⽌

3.2　津波による損傷の防⽌

5. ⽕災等による損傷の防⽌

Ⅴ-1-1-4-2-3　地震を要因とする重⼤事故等に対する施設の耐震設計
　1.　概要
　2.　地震を要因とする重⼤事故等の対処
　3.　地震を要因とする重⼤事故等に対処する重⼤事故等対処施設の基本⽅針
　4.　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震⼒の設定
　5.　地震を要因とする重⼤事故等に対する重⼤事故等対処施設に要求される機能及び機能維持の⽅針
　6.　地震を要因とする重⼤事故等に対する重⼤事故等対処設備のその他耐震設計に係る事項

Ⅲ-7　地震を要因とする重⼤事故等に対する施設の耐震性に関する説明書
　　Ⅲ-7-１　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震⼒による重⼤事故等対処施設に係る耐震計算の基本⽅針
　　Ⅲ-7-２　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震⼒に対する耐震性に関する計算書
        Ⅲ-7-２-１　建物・構築物
　　　　Ⅲ-7-２-２　機器・配管系
　　　　Ⅲ-7-２-5　可搬型重⼤事故等対処設備の耐震評価結果

別紙4-3

可搬型重⼤事故等対処設備の保管場所に対する津
波の設計上の考慮⇒Ⅴ-1-1-1-6へ

可搬型重⼤事故等対処設備の使⽤時の津波に対する据
え付け場所の考慮については，Ⅴ-1-1-4-2において設計
⽅針を全て記載（Ⅴ-1-1-4-2-1等の添付に展開しな

い）

A

Ⅴ-1-1-4-2　重⼤事故等対処設備が使⽤される条件の下
における健全性に関する説明書

1. 概要
2. 重⼤事故等対処設備に対する設計⽅針
3. 共通要因故障に対する考慮等
(1)共通要因故障に対する考慮（環境条件に対する健全性
は4.項へ）
(2)悪影響防⽌
4. 環境条件等
(1)環境条件
＜常設重⼤事故等対処設備＞
・重⼤事故等発⽣時の環境
・地震
・設計基準事故の条件より厳しい条件（地震）6.項へ
・溢⽔
・⽕災
・津波
・外部衝撃（⾵、⻯巻、⽕⼭等）(3)へ
・外部衝撃（外部⽕災）
・外部衝撃（⾼温、凍結、落雷等）
・内部発⽣⾶散物

＜可搬型重⼤事故等対処設備＞
・重⼤事故等発⽣時の環境
・地震（落下防⽌、転倒防⽌、固縛）
・設計基準事故の条件より厳しい条件（地震）6.項へ
・溢⽔
・⽕災（7.項へ）
・津波
・外部衝撃（⾵、⻯巻、⽕⼭等）(3)へ
・外部衝撃（外部⽕災）
・外部衝撃（⾼温、凍結、落雷等）
・内部発⽣⾶散物
(2)重⼤事故等における条件の影響
(3)⾃然現象により発⽣する荷重の影響
(4)重⼤事故等対処設備の操作性及び試験・検査性
(5)可搬型重⼤事故等対処設備の設置場所
5. 操作性及び試験・検査性
(1)操作性の確保
(2)試験・検査性
6. 地震を要因とする重⼤事故等に対する施設の耐震設計
7. 可搬型重⼤事故等対処設備の内部⽕災に対する防護⽅
針
8. 系統施設の設計上の考慮
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・地震

・溢⽔
・⽕災
・津波

・外部衝撃（外部⽕災）

・地震（落下防⽌、転倒防⽌、固縛）

・溢⽔

・津波

・外部衝撃（外部⽕災）

(3)⾃然現象により発⽣する荷重の影響

(1)操作性の確保

6. 地震を要因とする重⼤事故等に対する施設の耐震設計

Ⅴ-1-1-6　⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書

外部衝撃（⾼温、凍結、落雷等）については、Ⅴ-1-1-
4-2において設計⽅針を全て記載（Ⅴ-1-1-4-2-1等の

添付に展開しない）

可搬型重⼤事故等対処設備の内部⽕災に対しては，
「Ⅴ-1-1-6　⽕災及び爆発の防⽌に関する説明書」を踏
まえて，Ⅴ-1-1-4-2において共通要因によって設計基準
事故に対処するための設備の安全機能等と同時に必要な
機能が損なわれないとする設計⽅針を記載（Ⅴ-1-1-4-
2-1等の添付に展開しない）

可搬型重⼤事故等対処設備の地震に対する固縛
等の設計⽅針

可搬型重⼤事故等対処設備の固縛等の設計⽅針
⇒Ⅴ-1-1-4-2-1へ

可搬型重⼤事故等対処を収納する保管場所の耐震
設計⽅針

⇒Ⅴ-1-1-4-2-2へ 【凡例】
 実線  内：V‐1‐1‐4‐2及び付随する添付への展開
 破線  内：V‐1‐1‐4‐2及び付随する添付以外への展開

      ：SA条⽂が存在するため，SA条⽂を説明する添付書類
       への展開
      ：SA条⽂が存在しないため，設計⽅針を30条の
       添付で⽰し，評価をDBの添付への展開
      ：アクセスルート，可搬型設備の保管場所に関する展開

      ：1.2Ssに関する展開

      ：Ⅴ-1-1-4-2の中で設計⽅針を⽰し、他の添付資料に展開
       しない説明の補⾜説明
        ：Ⅴ-1-1-4-2以外の添付資料に展開する旨の補⾜説明

Ⅲ-2　耐震性に関する計算書

可搬型重⼤事故等対処設備の保管場所(建屋等)の耐震評価
⇒Ⅲ-2　加⼯施設の耐震性に関する計算書へ

可搬型重⼤事故等対処設備の保管場所(屋外)の耐震評価
⇒（Ⅲ-2　加⼯施設の耐震性に関する計算書へ展開しない）

Ⅲ　加⼯施設の耐震性に関する説明書
　　Ⅲ-1-1　耐震設計の基本⽅針（2.2準拠規格、3.3波及的影響
に対する考慮、6.構造計画と配置設計、7.地震による周辺斜⾯の崩
壊に対する設計⽅針、8.ダクティリティに関する考慮、9.機器・配管系
の⽀持⽅針）
　  Ⅲ-1-1-1　基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要

　　Ⅲ-1-1-4　波及的影響に対する考慮
　　Ⅲ-1-1-5　地震応答解析の基本⽅針
　　Ⅲ-1-1-6　設計⽤床応答曲線の作成⽅針
　　Ⅲ-1-1-8　機能維持の基本⽅針
　　Ⅲ-1-1-9　構造計画，材料選択上の留意点
　　Ⅲ-1-1-10　機器の耐震支持方針

　　Ⅲ-1-1-11-1　配管の耐震支持方針

　　Ⅲ-1-1-11-2　ダクトの耐震支持方針

　　Ⅲ-1-1-12　電気計測制御装置等の耐震支持方針
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Ⅲ－6　溢⽔による損傷の防⽌に対する耐震性に関する説明書

第２章　個別項⽬
１．成形施設
５．放射性廃棄物の廃棄施設
５．１　放射性廃棄物の廃棄施設の基本⽅針
５．１．１　気体廃棄物の廃棄設備
５．１．１．２　重⼤事故等対処設備
（１）外部放出抑制設備
（２）代替グローブボックス排気設備
６．放射線管理施設
６．１　放射線管理施設の基本⽅針
６．１．２　代替モニタリング設備
（１）⼯程室放射線計測設備
７．その他の加⼯施設
７．１　⾮常⽤設備
７．１．１　⽕災防護設備
７．１．１．２　重⼤事故等対処設備
７．１．１．２．１　代替管理設備
７．１．１．２．２　代替消⽕設備

Ｖ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

複数の機能を兼⽤する設備の複数の機能を兼⽤する
場合を踏まえて設定した容量
⇒V-1-1-3へ

Ｖ-1-1-1-5 航空機に対する防護設計に関する説明書

燃料加⼯建屋の航空機落下に対する設計⽅針
⇒Ｖ-1-1-1-5へ

Ⅴ-1-1-1　⾃然現象等による損傷の防⽌に関する説明書
Ｖ-1-1-1-1　⾃然現象等への配慮に関する説明書

Ⅴ-1-1-2-2　閉じ込める機能の喪失に対処するための設備に関する説明書

共通要因故障、環境条件等、個数及び容量等に係
る設計⽅針

基本設計⽅針
第1章　共通項⽬
8.  設備に対する要求
8.2   重⼤事故等対処設備
8.2.1   重⼤事故等対処設備に対する設計⽅針
8.2.2   共通要因故障に対する考慮等
(1)共通要因故障に対する考慮
(2)悪影響防⽌
8.2.3　個数及び容量
8.2.4 環境条件等
8.2.5   操作性及び試験・検査性
8.2.6   地震を要因とする重⼤事故等に対する施設の耐震設
計
8.2.7   可搬型重⼤事故等対処設備の内部⽕災に対する防
護⽅針

V-1-1-4-2-2　可搬型重⼤事故等対処設備の保管場所等の設計⽅針
※可搬型重⼤事故等対処設備の保管場所及び保管場所から設置場所，接続場所まで運搬するための経路並びに他の設備の
被害状況を把握するための経路（以下、「アクセスルート」という。）について、設計上考慮する事項

Ⅴ-1-1-1　⾃然現象等による損傷の防⽌に関する説明書

地震を要因とする重⼤事故時に随伴して発⽣する溢
⽔への影響に対する設計⽅針

⇒Ⅴ-1-1-4-2-1へ
地震を要因とする重⼤事故等の地震に対する耐震設

計⽅針
⇒Ⅴ-1-1-4-2-3へ

溢水時のアクセスルートの設計方針
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別紙 4-1 
 

 

 

重大事故等対処設備が使用される条

件の下における健全性に関する説明

書 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 1 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対

処設備が使用される条件の下における健全性

に関する説明書 

 

 

1. 概要 

2. 重大事故等対処設備に対する設計方針 

3. 共通要因故障に対する考慮等 

4. 環境条件等 

5. 操作性及び試験・検査性 

6. 地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計 

7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に

対する防護方針 

8. 系統施設毎の設計上の考慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類Ⅴ－１－１－６ 安全設備及び重

大事故等対処設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書 

 

 

1. 概要  

2. 基本方針  

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散  

2.2 悪影響防止  

2.3 環境条件等  

2.4 操作性及び試験・検査性  

3. 系統施設毎の設計上の考慮  

3.1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設  

3.2 原子炉冷却系統施設  

3.3 計測制御系統施設  

3.4 放射性廃棄物の廃棄施設  

3.5 放射線管理施設  

3.6 原子炉格納施設  

3.7 その他発電用原子炉の附属施設  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章 共通項目にお

いて，安全機能を有す

る施設に係る基本設計

方針と重大事故等対処

施設に係る基本設計方

針を分割したことを受

け，Ⅴ－１－１－４

「安全機能を有する施

設及び重大事故等対処

設備が使用される条件

の下における健全性に

関する説明書」は「Ⅴ

－１－１－４－１ 安

全機能を有する施設が

使用される条件の下に

おける健全性に関する

説明書」と「Ⅴ－１－

１－４－２ 重大事故

等対処設備が使用され

る条件の下における健

全性に関する説明書」

の 2つに分割した。 

なお，「Ⅴ－１－１－

４－２ 重大事故等対

処設備が使用される条

件の下における健全性

に関する説明書」につ

いては，補足説明資料

「重事 00-02 本文、

添付書類、補足説明項

目への展開（重事）

(MOX 燃料加工施設)」

下線： 

・プラントの違いによらない記載内容の差

異 

・章立ての違いによる記載位置の違いによ

る差異 

二重下線： 

・プラント固有の事項による記載内容の差

異 

・後次回の申請範囲に伴う差異 

破線下線： 

・基本設計方針での後次回申請による差異 

    ： 

・「Ⅴ－１－１－４－１ 安全機能を有する

施設が使用される条件の下における健全

性に関する説明書」及び別項目「Ⅴ-1-1-5 

加工施設への人の不法な侵入等の防止に

関する説明書」で比較する発電炉の記載

内容 

ハッチング： 

・前回までの申請から記載に変更がない箇

所 

 

【凡例】 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 2 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

 

 

 

 

本項目は，「加工施設の技術基準に関する

規則」(以下「技術基準規則」という。)第三

十条及び第三十二条から第三十九条に基づ

き，重大事故等対処設備が使用される条件の

下における健全性について説明するものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

（設計基準対象施設の記載は「１.安全機

能を有する施設」にて比較するため記載省

略） 

 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準規則」という。）第 9

条，第 14条，第 15条（第 1項及び第 3項

を除く。），第 32条第 3項，第 38条第 2

項，第の附属施設の技術基準に関する規

則」（以下「技術 44条第 1項第 5号及び第

54条（第 2項第 1号及び第 3項第 1号を除

く。）及び第 59条から第 77条並びにそれ

らの「実用発電用原子炉及びその附属施設

の技術基準に関する規則の解釈」（以下

「解釈」という。）に基づき，安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の

下における健全性について説明するもので

ある。 

 

 

 

で示す。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 3 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

健全性として，機器に要求される機能を有

効に発揮するための系統設計及び構造設計に

係る事項を考慮して，「共通要因故障に対す

る考慮に関する事項(技術基準規則第三十条

第 2項，第 3項第二号，第四号，第六号及び

第三十二条から第三十九条」(以下「共通要

因故障に対する考慮」という。)， 

 

 

 

 

 

「共用化による再処理施設及び廃棄物管理施

設への悪影響も含めた，機器相互の悪影響

(技術基準規則第三十条第 1項第六号及び第三

十二条から第三十九条)」(以下「悪影響防

止」という。)， 

 

 

「重大事故等対処設備に想定される事故時の

環境条件(使用条件含む。)等における機器の

健全性(技術基準規則第三十条第 1項第二号，

第七号，第 3 項第三号及び第三十二条から第

三十九条)」(以下「環境条件等」という。)

及び「要求される機能を達成するために必要

な操作性，試験・検査性，保守点検性等(技

術基準規則第三十条第 1 項第三号，第四号，

第五号，第 3 項第一号及び第五号)」(以下

「操作性及び試験・検査性」という。)を説

明する。 

 

 

 

 

 

今回は，健全性として，機器に要求される

機能を有効に発揮するための系統設計及び

構造設計に係る事項を考慮して，「多重性

又は多様性及び独立性に係る要求事項を含

めた多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散に関する事項（技術基準規則第 9

条，第 14条第 1項，第 54条第 2項第 3

号，第 3項第 3号，第 5号，第 7号及び第

59条から第 77条並びにそれらの解釈）」

（以下「多重性又は多様性及び独立性並び

に位置的分散」という。）， 

 

「共用化による他号機への悪影響も含め

た，機器相互の悪影響（技術基準規則第 15

条第 4項，第 5項，第 6項，第 54条第 1項

第 5号，第 2項第 2号及び第 59条から第

77条並びにそれらの解釈）」（以下「悪影

響防止」という。）， 

 

「安全設備及び重大事故等対処設備に想定

される事故時の環境条件（使用条件含

む。）等における機器の健全性（技術基準

規則第 14条第 2項，第 32条第 3項，第 44

条第 1項第 5号，第 54条第 1項第 1号，第

6号，第 3項第 4号及び第 59条から第 77

条並びにそれらの解釈）」（以下「環境条

件等」という。）及び「要求される機能を

達成するために必要な操作性，試験・検査

性，保守点検性等（技術基準規則第 15条第

2項，第 38条第 2項及び第 54条第 1項第 2

号，第 3号，第 4号，第 3項第 2号，第 6

号及び第 59条から第 77条並びにそれらの

解釈）」（以下「操作性及び試験・検査

性」という。）を説明する。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 4 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

健全性を要求する対象設備については，技術

基準規則だけではなく，「加工施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」(以下

「事業許可基準規則」という。)及びその解

釈も踏まえて，重大事故等対処設備は全てを

対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全性を要求する対象設備については，技

術基準規則及びその解釈だけでなく，「実

用発電用原子炉及びその附属施設の位置，

構造及び設備の基準に関する規則」（以下

「設置許可基準規則」という。）及びその

解釈も踏まえて，重大事故等対処設備は全

てを対象とし，安全設備を含む設計基準対

象施設は以下のとおり対象を明確にして説

明する。 

 

「多重性又は多様性及び独立性並びに位置

的分散」については，技術基準規則第 14条

第 1項及びその解釈にて安全設備に対して

要求されていること，設置許可基準規則第

12条第 2項及びその解釈にて安全機能を有

する系統のうち安全機能の重要度が特に高

い安全機能を有するもの（以下「重要施

設」という。）に対しても要求されている

ことから，安全設備を含めた重要施設を対

象とする。 

 

人の不法な侵入等の防止の考慮について

は，技術基準規則第 9条及びその解釈にて

発電用原子炉施設に対して要求されている

ことから，重大事故等対処設備を含む発電

用原子炉施設を対象とする。 

 

「悪影響防止」のうち，内部発生飛散物の

考慮は，技術基準規則第 15条第 4項及びそ

の解釈にて設計基準対象施設に属する設備

に対して要求されていることから，安全設

備を含めた設計基準対象施設を対象とす

る。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 5 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

共用又は相互接続の禁止に対する考慮は，

技術基準規則第 15条第 5項及びその解釈に

て，安全設備に対して要求されているこ

と，設置許可基準規則第 12条第 6項及びそ

の解釈にて重要安全施設に対して要求され

ていることから，安全設備を含めた重要安

全施設を対象とする。 

 

共用又は相互接続による安全性の考慮は，

技術基準規則第 15条第 6項及びその解釈に

て安全機能を有する構築物，系統及び機器

（以下「安全施設」という。）に対して要

求されているため，安全設備を含めた安全

施設を対象とする。 

 

「環境条件等」については，設計が技術基

準規則第 14条第 2項及びその解釈にて安全

施設に対して要求されているため，安全設

備を含めた安全施設を対象とする。 

 

「操作性及び試験・検査性」のうち，操作

性の考慮は，技術基準規則第 38条第 2項及

びその解釈にて中央制御室での操作に対す

る考慮が要求されており，その操作対象を

考慮して安全設備を含めた安全施設を対象

とする。 

 

試験・検査性，保守点検性等の考慮は技術

基準規則第 15条第 2項及びその解釈にて設

計基準対象施設に対して要求されており，

安全設備を含めた設計基準対象施設を対象

とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 6 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

8.2.1 重大事故等対処設備に対する設計方

針 

MOX 燃料加工施設は，重大事故に至るおそ

れがある事故が発生した場合において，重大

事故の発生を防止するために，また，重大事

故が発生した場合においても，重大事故の拡

大を防止するため，及び MOX 燃料加工施設を

設置する事業所(再処理事業所)外への放射性

物質の異常な水準の放出を防止するために，

重大事故等対処設備を設けるとともに，必要

な運用上の措置等を講ずる設計とする。重

大事故等対処設備は，想定する重大事故等の

環境条件を考慮した上で期待する機能が発揮

できる設計とする。また，重大事故等対処設

備が機能を発揮するために必要な系統(供給

源から供給先まで，経路を含む。)で構成す

る。 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ご

とに要求される技術的要件(重大事故等に対

処するために必要な機能)を満たしつつ，同

じ敷地内に設置する再処理施設と共用するこ

とにより安全性が向上し，かつ，MOX 燃料加

工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない

場合には共用できる設計とする。重大事故等

対処設備を共用する場合には，再処理施設の

重大事故等への対処を考慮した個数及び容量

を確保する。また，同時に発生する再処理施

設の重大事故等による環境条件の影響につい

て考慮する。 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因と

する重大事故等に対処するものと外部からの

影響による機能喪失の要因となる事象(以下

「外的事象」という。)を要因とする重大事故

等に対処するものについて，それぞれに常設

のものと可搬型のものがあり，以下のとおり

2. 重大事故等対処設備に対する設計方針 

 

MOX 燃料加工施設は，重大事故に至るおそ

れがある事故が発生した場合において，重大

事故の発生を防止するために，また，重大事

故が発生した場合においても，重大事故の拡

大を防止するため，及び MOX 燃料加工施設を

設置する事業所(再処理事業所)外への放射性

物質の異常な水準の放出を防止するために，

重大事故等対処設備を設けるとともに，必要

な運用上の措置等を講ずる設計とする。重大

事故等対処設備は，想定する重大事故等の環

境条件を考慮した上で期待する機能が発揮で

きる設計とする。また，重大事故等対処設備

が機能を発揮するために必要な系統(供給源

から供給先まで，経路を含む。)で構成す

る。 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ご

とに要求される技術的要件(重大事故等に対

処するために必要な機能)を満たしつつ，同

じ敷地内に設置する再処理施設と共用するこ

とにより安全性が向上し，かつ，MOX 燃料加

工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない

場合には共用できる設計とする。重大事故等

対処設備を共用する場合には，再処理施設の

重大事故等への対処を考慮した個数及び容量

を確保する。また，同時に発生する再処理施

設の重大事故等による環境条件の影響につい

て考慮する。 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因と

する重大事故等に対処するものと外部からの

影響による機能喪失の要因となる事象(以下

「外的事象」という。)を要因とする重大事故

等に対処するものについて，それぞれに常設

のものと可搬型のものがあり，以下のとおり

2. 基本方針 

 

安全設備及び重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性について，以下の

4項目に分け説明する。 

 

 

 

基本設計方針で記載し

た重大事故等対処設備

に対する設計方針を冒

頭で示した上で，個別

の事象に展開する構成

としたことによる記載

の差異のため新たな論

点が生じるものではな

い。 
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分類する。 

 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対

処設備のうち常設のものをいう。また，常設

重大事故等対処設備であって耐震重要施設に

属する安全機能を有する施設が有する機能を

代替するものを「常設耐震重要重大事故等対

処設備」，常設重大事故等対処設備であって

常設耐震重要重大事故等対処設備以外のもの

を「常設耐震重要重大事故等対処設備以外の

常設重大事故等対処設備」という。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等

対処設備のうち可搬型のものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処設備は，設計，材料の選

定，製作及び検査にあたっては，現行国内法

規に基づく規格及び基準によるものとする

が，必要に応じて，使用実績があり，信頼性

の高い国外規格及び基準によるものとする。 

 重大事故等対処設備の維持管理にあたって

は，保安規定に基づく要領類に従い，施設管

理計画における保全プログラムを策定し，設

備の維持管理を行う。 

分類する。 

 

(1) 常設重大事故等対処設備は，重大事故

等対処設備のうち常設のものをいう。 

(2) 常設重大事故等対処設備であって耐震

重要施設に属する安全機能を有する施設

が有する機能を代替するものを「常設耐

震重要重大事故等対処設備」，常設重大事

故等対処設備であって常設耐震重要重大

事故等対処設備以外のものを「常設耐震

重要重大事故等対処設備以外の常設重大

事故等対処設備」という。 

(3) 可搬型重大事故等対処設備は，重大事

故等対処設備のうち可搬型のものをい

う。 

 

主要な重大事故等対処設備の設備分類につ

いては，第 2-1 表に示す。 

 

 

 重大事故等対処設備は，設計，材料の選

定，製作及び検査にあたっては，現行国内法

規に基づく規格及び基準によるものとする

が，必要に応じて，使用実績があり，信頼性

の高い国外規格及び基準によるものとする。 

 重大事故等対処設備の維持管理にあたって

は，保安規定に基づく要領類に従い，施設管

理計画における保全プログラムを策定し，設

備の維持管理を行う。 
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なお，重大事故等対処設備を構成する設

備,機器のうち，一般消耗品又は設計上交換

を想定している部品(安全に係わる設計仕様

に変更のないもので，特別な工事を要さない

ものに限る。)及び通信連絡設備，安全避難

通路(照明設備)等の「原子力施設の保安のた

めの業務に係る品質管理に必要な体制の基準

に関する規則」で定める一般産業用工業品に

ついては，適切な時期に交換を行うことで設

備の維持管理を行う。 

 

MOX 燃料加工施設は，重大事故に至るおそ

れがある事故が発生した場合において，重大

事故の発生を防止するために，また，重大事

故が発生した場合においても，重大事故の拡

大を防止するため，及び MOX 燃料加工施設を

設置する事業所(再処理事業所)外への放射性

物質の異常な水準の放出を防止するために，

必要な運用上の措置等を講ずることを保安規

定に定めて，管理する。 

 

なお，重大事故等対処設備並びに核物質

防護及び保障措置の設備は，設備間におい

て相互影響を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，重大事故等対処設備を構成する設

備,機器のうち，一般消耗品又は設計上交換

を想定している部品(安全に係わる設計仕様

に変更のないもので，特別な工事を要さない

ものに限る。)及び通信連絡設備，安全避難

通路(照明設備)等の「原子力施設の保安のた

めの業務に係る品質管理に必要な体制の基準

に関する規則」で定める一般産業用工業品に

ついては，適切な時期に交換を行うことで設

備の維持管理を行う。 

 

MOX 燃料加工施設は，重大事故に至るおそ

れがある事故が発生した場合において，重大

事故の発生を防止するために，また，重大事

故が発生した場合においても，重大事故の拡

大を防止するため，及び MOX 燃料加工施設を

設置する事業所(再処理事業所)外への放射性

物質の異常な水準の放出を防止するために，

必要な運用上の措置等を講ずることを保安規

定に定めて，管理する。 

 

なお，重大事故等対処設備並びに核物質

防護及び保障措置の設備は，設備間におい

て，各設備の機能に影響を与えないこと及

び保守，点検等の妨げにならないことを考

慮した設計とする。 
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8.2.2   共通要因故障に対する考慮等 

(1) 共通要因故障に対する考慮 

 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性を

踏まえた設計とする。共通要因としては，重

大事故等における条件，自然現象，人為事

象，周辺機器等からの影響及び事業（変更）

許可を受けた設計基準事故において想定した

条件より厳しい条件を要因とした事象を考慮

する。 

 

 

 

共通要因のうち重大事故等における条件に

ついては，想定される重大事故等が発生した

場合における温度，圧力，湿度，放射線及び

荷重を考慮する。 

 

 

 

 

 

共通要因のうち自然現象として，地震，津

波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び塩害を選定する。自然現象による荷

重の組合せについては，地震，風(台風），竜

巻，積雪及び火山の影響を考慮する。 

 

 

 

 

 

3. 共通要因故障に対する考慮等 

(1) 共通要因故障に対する考慮 

 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性を

踏まえた設計とする。共通要因としては，重

大事故等における条件，自然現象，人為事

象，周辺に設置又は保管している設計基準事

故に対処するための設備，重大事故等対処設

備，自主対策設備からの影響（以下「周辺機

器等からの影響」という）及び事業（変更）

許可を受けた設計基準事故において想定した

条件より厳しい条件を要因とした事象を考慮

する。 

共通要因のうち重大事故等における条件に

ついては，想定される重大事故等が発生した

場合における温度，圧力，湿度，放射線及び

荷重を考慮する。 

 

 

 

 

 

共通要因のうち自然現象として，地震，津

波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災及び塩害を選定する。自然現象による荷

重の組合せについては，地震，風(台風），竜

巻，積雪及び火山の影響を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置

的分散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設計基準対象施設

の記載は「１.安全機

能を有する施設」に

て比較するため記載

省略） 

 

基本設計方針で共通

要因故障として考慮

した事象の違いであ

り，記載の差異のた

め新たに論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で共通

要因故障として考慮

した事象の違いであ

り，記載の差異のた

め新たに論点が生じ

るものではない 

 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに

位置的分散 

(1)自然現象 

重大事故等対処設備の共通要因のうち，

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮の事象を考慮す

る。 

このうち，降水及び凍結は屋外の天候に

よる影響として，地震による影響は地震

荷重として，津波（敷地に遡上する津波

を含む。）による影響は津波荷重とし

て，風（台風）及び竜巻による影響は風

荷重として，積雪による影響は積雪荷重

として並びに火山による影響は降灰荷重

として「2.3 環境条件等」に示す。 

共通要因としては，環境条件，自然現

象，発電所敷地又はその周辺において想

定される発電用原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれのある事象で

あって人為によるもの（以下「外部人為

事象」という。），溢水，火災及びサポ

ート系の故障を考慮し，以下(1)～(5)に

環境条件を除く考慮事項に対する設計上

の考慮を説明する。 

なお，環境条件については，事故等時の

温度，放射線，荷重その他の使用条件に

おいて，重要施設及び重大事故等対処設

備がその機能を確実に発揮できる設計と

することを，「2.3 環境条件等」に示

す。 
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共通要因のうち人為事象として，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏

えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆

発を選定する。故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムについては，可搬型重大

事故等対処設備による対策を講ずることとす

る。 

 

共通要因のうち周辺機器等からの影響とし

て地震，溢水，火災による波及的影響及び内

部発生飛散物を考慮する。 

共通要因のうち事業（変更）許可を受けた

設計基準事故において想定した条件より厳し

い条件を要因とした外的事象の地震の影響を

考慮する。 

 

 

 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，共通要因によ

って設計基準事故に対処するための設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，内的事象を要因とする重大事故

等に対処するものと外的事象を要因とする重

大事故等に対処するものそれぞれに対して想

定される重大事故等が発生した場合における

環境条件に対して健全性を確保することによ

り，信頼性が十分に高い設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故等対処設備のうち安全

上重要な施設以外の安全機能を有する施設と

 

 

 

 

共通要因のうち人為事象として，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏

えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆

発を選定する。故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムについては，可搬型重大

事故等対処設備による対策を講ずることとす

る。 

 

共通要因のうち周辺機器等からの影響とし

て地震，溢水，火災による波及的影響及び内

部発生飛散物を考慮する。 

共通要因のうち事業（変更）許可を受けた

設計基準事故において想定した条件より厳し

い条件を要因とした外的事象の地震の影響を

考慮する。 

 

  

 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，共通要因によ

って設計基準事故に対処するための設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，内的事象を要因とする重大事故

等に対処するものと外的事象を要因とする重

大事故等に対処するものそれぞれに対して想

定される重大事故等が発生した場合における

環境条件に対して健全性を確保することによ

り，信頼性が十分に高い設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故等対処設備のうち安全

上重要な施設以外の安全機能を有する施設と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故防止設備については，設計基準事

故対処設備並びに使用済燃料プールの冷却設

備及注水設備（以下「設計基準事故対処設備

等」という。）の安全機能と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り

多様性及び独立性を有し，位置的分散を図る

ことを考慮して適切な措置を講じた設計とす

る。 

 

ただし，重大事故に至るおそれのある事故が

発生する要因となった喪失機能を代替するも

ののうち，非常用ディーゼル発電機等のよう

 

 

 

 

 

基本設計方針で共通

要因故障として考慮

した事象の違いであ

り，記載の差異のた

め新たに論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因故障に対し

て設計方針が異なる

ことによる記載の差

異のため，新たに論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

共通要因故障に対し

て設計方針が異なる

ことによる記載の差

異のため，新たに論

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに

位置的分散 

(2) 外部人為事象 

重大事故等対処設備の共通要因のうち，

外部人為事象については，飛来物（航空

機落下），爆発，近隣工場等の火災，危

険物を搭載した車両，有毒ガス，船舶の

衝突，電磁的障害及び故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムを考慮す

る。なお，電磁的障害については，「2.3 

環境条件等」にて考慮し機能が損なわれ

ない設計とする。 
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兼用する常設重大事故等対処設備は，代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上

支障のない期間で修理の対応を行うこと，関

連する工程の停止等又はこれらを適切に組み

合わせることにより，機能を損なわない設計

とする。代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理の対応

を行うこと，関連する工程を停止すること等

については，保安規定に定めて，管理する。 

その他の常設重大事故等対処設備について

も，可能な限り多様性，独立性，位置的分散

を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，事業（変更）許可を受けたとおり，

MOX燃料加工施設で発生する重大事故は，「核

燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」のみで

あり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失の事象であるグローブボックス内での火

災により MOX 粉末等の集積等が発生すること

はなく臨界事故への連鎖は想定されないこと

から，同時に又は連鎖して発生する可能性の

ない事故の間での重大事故等対処設備の共用

は行わない設計とする。 

重大事故等における条件に対して常設重大

事故等対処設備は，想定される重大事故等が

発生した場合における温度，圧力，湿度，放

射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発

揮できる設計とする。 

兼用する常設重大事故等対処設備は，代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上

支障のない期間で修理の対応を行うこと，関

連する工程の停止等又はこれらを適切に組み

合わせることにより，機能を損なわない設計

とする。代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理の対応

を行うこと，関連する工程を停止すること等

については，保安規定に定めて，管理する。 

その他の常設重大事故等対処設備について

も，可能な限り多様性，独立性，位置的分散

を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，事業（変更）許可を受けたとおり，

MOX 燃料加工施設で発生する重大事故は，「核

燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」のみで

あり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失の事象であるグローブボックス内での火

災により MOX 粉末等の集積等が発生すること

はなく臨界事故への連鎖は想定されないこと

から，同時に又は連鎖して発生する可能性の

ない事故の間での重大事故等対処設備の共用

は行わない設計とする。 

重大事故等における条件に対して常設重大

事故等対処設備は，想定される重大事故等が

発生した場合における温度，圧力，湿度，放

射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発

揮できる設計とする。 

に，多様性及び独立性並びに位置的分散を考

慮すべき対象の設計基準事故対処設備がない

ものは，多様性及び独立性並びに位置的分散

の設計方針は適用しない。 

 

 

 

 

 

重大事故緩和設備についても，共通要因の特

性を踏まえ，可能な限り多様性を有し，位置

的分散を図ることを考慮する。 

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処

設備等の安全機能と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないように，

共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性

及び独立性を有し，位置的分散を図ることを

考慮して適切な措置を講じた設計とする。 

 

 

常設重大事故防止設備のうち，計装設備につ

いては，重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータの計測が困難にな

った場合に，当該パラメータを推定するため

に必要なパラメータを異なる物理量又は測定

原理とする等，重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータに対して可

能な限り多様性を有する方法により計測でき

る設計とするとともに，可能な限り位置的分

散を図る設計とする。重大事故等対処設備の

補助パラメータは，代替する機能を有する設

計基準事故対処設備と可能な限り多様性及び

独立性を有し，位置的分散を図る設計とす

る。 

 

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で記載

した共通要因故障に

対する考慮の基本方

針に記載を合わせた

ことによる構成の違

いであり，記載の差

異のため新たに論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

MOX 燃料加工施設特有

の共通要因の記載の

差異のため，新たに

論点が生じるもので

はない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 12 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，「2. 地盤」

に基づく地盤に設置し，地震，津波及び火災

に対しては，「3.1 地震による損傷の防

止」，「3.2 津波による損傷の防止」及び

「5. 火災等による損傷の防止」に基づく設

計とする。 

 

 

 

 

事業（変更）許可を受けた設計基準事故に

おいて想定した条件より厳しい条件を要因と

した外的事象の地震に対して，地震を要因と

する重大事故等に対処するために重大事故等

時に機能を期待する常設重大事故等対処設備

は，「8.2.6 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，「Ⅲ－１－１

－２ 地盤の支持性能に係る基本方針」に基

づく地盤に設置し，地震，津波及び火災に対

しては，「Ⅲ 耐震性に関する説明書」，「Ｖ

－１－１－１－６ 津波への配慮に関する説

明書」及び「Ｖ－１－１－６ 火災及び爆発

の防止に関する説明書」に基づく設計とす

る。 

 

 

事業（変更）許可を受けた設計基準事故に

おいて想定した条件より厳しい条件を要因と

した外的事象の地震に対して，地震を要因と

する重大事故等に対処するために重大事故等

時に機能を期待する常設重大事故等対処設備

は，本資料の「6. 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因故障に対し

て設計方針が異なる

ことによる記載の差

異のため，新たに論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに

位置的分散 (1) 自然現象 a. 地震，

津波（敷地に遡上する津波を含む） 

地震及び津波（敷地に遡上する津波を含

む。）に対して，重大事故等対処設備は

以下の設計とする。 

・常設重大事故防止設備は，技術基準規

則第 49 条「重大事故等対処施設の地

盤」に基づく地盤上に設置する。 

・常設重大事故防止設備は，地震に対し

ては技術基準規則第 50 条「地震による

損傷の防止」に基づく設計とし，津波に

対しては二次的影響も含めて技術基準規

則第 51 条「津波による損傷の防止」に

基づく設計とする。 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに

位置的分散 (1) 自然現象 a. 地震，津

波（敷地に遡上する津波を含む） 

・地震による共通要因故障の特性は，設

備等に発生する地震力（設備が設置され

る地盤や建物の影響によって設備等に発

生する地震力は異なる。）又は地震によ

る低耐震クラス設備からの波及的影響に

より同じ機能を有する設備が同時に機能

喪失に至ることであることから，常設重

大事故防止設備は，設計基準事故対処設

備等と同時に機能を損なうおそれがない

ように，可能な限り設計基準事故対処設

備等と位置的分散を図る。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 13 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因故障に対し

て設計方針が異なる

ことによる記載の差

異のため，新たに論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 (1) 自然現象 a. 地震，津波

（敷地に遡上する津波を含む） 

・津波（敷地に遡上する津波を含む。）に

よる共通要因故障の特性は，津波の流入，

浸入，引き波による水位低下により同じ機

能を有する設備が同時に機能喪失に至るこ

とであ 

ることから，常設重大事故防止設備は，設

計基準事故対処設備等と同時に機能を損な

うおそれがないように，可能な限り設計基

準事故対処設備等と高さ方向に位置的分散

を図る。引き波による水位低下により同じ

機能を有する設備が同時に機能喪失に至る

ことであることから，常設重大事故防止設

備は，設計基準事故対処設備等と同時に機

能を損なうおそれがないように，可能な限

り設計基準事故対処設備等と高さ方向に位

置的分散を図る。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 14 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

また，溢水及び火災に対して常設重大事故

等対処設備は，設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，健全性を確保する設

計とする。 

 

 

常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の

影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空

機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質

の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及

び爆発に対する健全性を確保する設計とす

る。 

 

周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散

物に対して，回転羽の損壊により飛散物を発

生させる回転機器について回転体の飛散を防

止する設計とし，常設重大事故等対処設備が

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，溢水及び火災に対して常設重大事故

等対処設備は，設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，健全性を確保する設

計とする。 

 

 

常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の

影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空

機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質

の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及

び爆発に対する健全性を確保する設計とす

る。 

 

周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散

物に対して，回転羽の損壊により飛散物を発

生させる回転機器について回転体の飛散を防

止する設計とし，重量物の落下により飛散物

を発生させる機器については重量物の落下を

防止する設計とする。または，設計基準事故

に対処するための設備の安全機能と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，位置

的分散を図ることで重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

周辺機器等からの影響のうち地震に対して

常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の

機器等からの波及的影響によって機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因故障に対し

て設計方針が異なる

ことによる記載の差

異のため，新たに論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 (4) 火災 

・内部火災による共通要因故障の特性は，

熱損傷により同じ機能を有する設備が同時

に機能喪失に至ることであることから，常

設重大事故防止設備は，設計基準事故対処

設備等と同時に機能を損なうおそれがない

ように，可能な限り設計基準事故対処設備

等と位置的分散を図る。 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに

位置的分散 (3) 溢水 

・溢水による共通要因故障の特性は，没

水，被水，蒸気の流出により同じ機能を

有する設備が同時に機能喪失に至ること

であることから，常設重大事故等対処設

備は，可能な限り多様性を有し，位置的

分散を図ることで，想定される溢水水位

に対して設計基準事故対処設備等と同時

に機能を損なうことのない設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 15 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 環境条件に対する健全性については，

「8.2.4 環境条件等」に基づく設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因に

よって設計基準事故に対処するための設備の

安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大

事故等に対処するために必要な機能と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう内的

事象を要因とする重大事故等に対処するもの

と外的事象を要因とする重大事故等に対処す

るものそれぞれに対して想定される重大事故

等が発生した場合における環境条件に対して

健全性を確保すること，位置的分散を図るこ

とにより信頼性が十分に高い設計とする。そ

の他の可搬型重大事故等対処設備について

も，可能な限り多様性，独立性，位置的分散

を考慮した設計とする。 

 

なお，事業（変更）許可を受けたとおり，

MOX燃料加工施設で発生する重大事故は，「核

燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」のみで

あり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失の事象であるグローブボックス内での火

災により MOX 粉末等の集積等が発生すること

 

なお，重大事故等における条件，自然現

象，人為事象，周辺機器等からの影響及び事

業（変更）許可を受けた設計基準事故におい

て想定した条件より厳しい条件を要因とした

外的事象に対する健全性については，「4. 

環境条件等」に示す。また，常設重大事故等

対処設備の機能と多様性，独立性，位置的分

散を考慮する設備を「8. 系統施設毎の設計

上の考慮」に示す。 

 

 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因に

よって設計基準事故に対処するための設備の

安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大

事故等に対処するために必要な機能と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう内的

事象を要因とする重大事故等に対処するもの

と外的事象を要因とする重大事故等に対処す

るものそれぞれに対して想定される重大事故

等が発生した場合における環境条件に対して

健全性を確保すること，位置的分散を図るこ

とにより信頼性が十分に高い設計とする。そ

の他の可搬型重大事故等対処設備について

も，可能な限り多様性，独立性，位置的分散

を考慮した設計とする。 

 

なお，事業（変更）許可を受けたとおり，

MOX 燃料加工施設で発生する重大事故は，「核

燃料物質等を閉じ込める機能の喪失」のみで

あり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の

喪失の事象であるグローブボックス内での火

災により MOX 粉末等の集積等が発生すること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故防止設備は，設計基準事故対

処設備等又は常設重大事故防止設備と共通要

因によって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り多様性及び独立性を有し，位置的

分散を図ることを考慮して適切な措置を講じ

た設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，原子炉建

屋の外から水又は電力を供給する設備と常設

設備との接続口は，共通要因によって接続す

ることができなくなることを防止するため，

それぞれ互いに異なる複数の場所に設置する

設計とする。また，一つの接続口で複数の機

能を兼用して使用する場合には，それぞれの

機能に必要な容量が確保できる接続口を設

け，状況に応じてそれぞれの系統に必要な流

量を同時に供給できる設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 16 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

はなく臨界事故への連鎖は想定されないこと

から，同時に又は連鎖して発生する可能性の

ない事故の間での重大事故等対処設備の共用

は行わない設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津

波，その他の自然現象又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事

故に対処するための設備及び重大事故等対処

設備の配置その他の条件を考慮した上で常設

重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管

する設計とする。 

重大事故等における条件に対して可搬型重

大事故等対処設備は，想定される重大事故等

が発生した場合における温度，圧力，湿度，

放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に

発揮できる設計とする。 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備

は，「2.  地盤」に基づく地盤に設置された

建屋等に位置的分散することにより，設計基

準事故に対処するための設備の安全機能又は

常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処

するために必要な機能と同時にその機能が損

なわれるおそれがないように保管する設計と

する。 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備

は，「3.1 地震による損傷の能地」に示す地

震により，転倒しないことを確認する，又は

必要により固縛等の措置をするとともに，

「3.1 地震による損傷の防止」の地震によ

り生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上が

り，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損

壊等により必要な機能を喪失しない複数の保

はなく臨界事故への連鎖は想定されないこと

から，同時に又は連鎖して発生する可能性の

ない事故の間での重大事故等対処設備の共用

は行わない設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津

波，その他の自然現象又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事

故に対処するための設備及び重大事故等対処

設備の配置その他の条件を考慮した上で常設

重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管

する設計とする。 

重大事故等における条件に対して可搬型重

大事故等対処設備は，想定される重大事故等

が発生した場合における温度，圧力，湿度，

放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に

発揮できる設計とする。 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備

は，「Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る

基本方針」に基づく地盤に設置された建屋等

に位置的分散することにより，設計基準事故

に対処するための設備の安全機能又は常設重

大事故等対処設備の重大事故等に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように保管する設計とする。 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備

は，「Ⅲ 耐震性に関する説明書」に示す地

震により，転倒しないことを確認する，又は

必要により固縛等の措置をするとともに，

「Ⅲ 耐震性に関する説明書」の地震により

生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺す

り込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上が

り，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損

壊等により必要な機能を喪失しない複数の保

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波

（基準津波を超え敷地に遡上する津波（以下

「敷地に遡上する津波」という。）を含む。），

その他自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響，設計基

準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で常設重大事

故等対処設備と異なる保管場所に保管する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 (1) 自然現象 a. 地震，津波

（敷地に遡上する津波を含む） 

・地震に対して屋内の可搬型重大事故等対

処設備は，技術基準規則第 49 条「重大事

故等対処施設の地盤」に基づく地盤上の建

屋等内に保管する。 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに

位置的分散 (1) 自然現象 a. 地震，津

波（敷地に遡上する津波を含む） 

・屋外の可搬型重大事故等対処設備は，

転倒しないことを確認する又は必要によ

り固縛等の処置をするとともに，地震に

より生ずる敷地下斜面のすべり，液状化

又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及

び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響により必要な

機能を喪失しない位置に保管する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 17 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

管場所に位置的分散することにより，設計基

準事故に対処するための設備の安全機能又は

常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処

するために必要な機能と同時にその機能が損

なわれるおそれがないように保管する設計と

する。 

 

 

また，事業（変更）許可を受けた設計基準

事故において想定した条件より厳しい条件を

要因とした外的事象の地震に対して，地震を

要因とする重大事故等に対処するために重大

事故等時に機能を期待する可搬型重大事故等

対処設備は，「8.2.6 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とする。 

 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備の

保管場所については，「3.2 津波による損傷

の防止」に示す津波による影響を受けない位

置に設置する設計とする。 

 

また，可搬型重大事故等対処設備の据付け

は，津波による影響を受けるおそれのない場

所を選定することとし，使用時に津波による

影響を受けるおそれのある場所に据付ける場

合は，津波に対して重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

管場所に位置的分散することにより，設計基

準事故に対処するための設備の安全機能又は

常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処

するために必要な機能と同時にその機能が損

なわれるおそれがないように保管する設計と

する。 

 

 

また，事業（変更）許可を受けた設計基準

事故において想定した条件より厳しい条件を

要因とした外的事象の地震に対して，地震を

要因とする重大事故等に対処するために重大

事故等時に機能を期待する可搬型重大事故等

対処設備は，「6. 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とする。 

 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備の

保管場所については，「Ｖ－１－１－１－６ 

津波への配慮に関する説明書」に示す津波に

よる影響を受けない位置に設置する設計とす

る。 

また，可搬型重大事故等対処設備の据付

けは，津波による影響を受けるおそれのな

い場所を選定することとし，使用時に津波

による影響を受けるおそれのある場所に据

付ける場合は，津波に対して重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因故障に対し

て設計方針が異なる

ことによる記載の差

異のため，新たに論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに

位置的分散 (1) 自然現象 a. 地震，

津波（敷地に遡上する津波を含む） 

・可搬型重大事故等対処設備は，地震に

対しては技術基準規則第 50 条「地震に

よる損傷の防止」にて考慮された設計と

し，津波に対しては二次的影響も含めて

技術基準規則第 51 条「津波による損傷

の防止」にて考慮された設計とする。 

・屋外の可搬型重大事故等対処設備は，

津波（敷地に遡上する津波を含む。）に

よる影響を考慮して高台及び水密区画に

保管する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 18 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考慮する共通要因故

障の違いによる記載

の差異のため，新た

に論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置的分散 (1) 自然現象 a. 地震，津波

（敷地に遡上する津波を含む） 

・地震による共通要因故障の特性は，設備

等に発生する地震力（設備が設置される地

盤や建物の影響によって設備等に発生する

地震力は異なる。）又は地震による低耐震

クラス設備からの波及的影響により同じ機

能を有する設備が同時に機能喪失に至るこ

とであることから，可搬型重大事故等対処

設備は，設計基準事故対処設備等及び常設

重大事故等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設

備等の配置も含めて常設重大事故等対処設

備と位置的分散を図り，複数箇所に分散し

て保管する。 

・津波（敷地に遡上する津波を含む。）に

よる共通要因故障の特性は，津波の流入，

浸入，引き波による水位低下により同じ機

能を有する設備が同時に機能喪失に至るこ

とであることから，可搬型重大事故等対処

設備は，設計基準事故対処設備等及び常設

重大事故等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設

備等の配置も含めて可能な限り設計基準事

故対処設備等と高さ方向に位置的分散を図

る。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 19 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「5．火災等による損傷の防止」に基づ

く設計とするとともに，「8.2.7 可搬型重

大事故等対処設備の内部火災に対する防護方

針」に基づく火災防護を行う設計とする。 

 

 

溢水，火災及び内部発生飛散物に対して可

搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に

対処するための設備の安全機能又は常設重大

事故等対処設備の重大事故等に対処するため

に必要な機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，位置的分散を図る設計と

する。 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備

は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内

における化学物質の漏えい，電磁的障害，近

隣工場等の火災及び爆発に対して，外部から

の衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内

に保管し，かつ，設計基準事故に対処するた

めの設備の安全機能又は常設重大事故等対処

設備の重大事故等に対処するために必要な機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，設計基準事故に対処するための設備

又は常設重大事故等対処設備を設置する場所

と異なる場所に保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止

に関する説明書」に基づく設計とするとと

もに，「7. 可搬型重大事故等対処設備の内

部火災に対する防護方針」に基づく火災防護

を行う設計とする。 

 

溢水，火災及び内部発生飛散物に対して可

搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に

対処するための設備の安全機能又は常設重大

事故等対処設備の重大事故等に対処するため

に必要な機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，位置的分散を図る設計と

する。 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備

は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林

火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内

における化学物質の漏えい，電磁的障害，近

隣工場等の火災及び爆発に対して，外部から

の衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内

に保管し，かつ，設計基準事故に対処するた

めの設備の安全機能又は常設重大事故等対処

設備の重大事故等に対処するために必要な機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，設計基準事故に対処するための設備

又は常設重大事故等対処設備を設置する場所

と異なる場所に保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 (4) 火災 

・内部火災による共通要因故障の特性は，

熱損傷により同じ機能を有する設備が同時

に機能喪失に至ることであることから，可

搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故

対処設備等及び常設重大事故等対処設備と

同時に機能を損なうおそれがないように，

設計基準事故対処設備等の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図

り，複数箇所に分散して保管する。 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 (3) 溢水 

・溢水による共通要因故障の特性は，没

水，被水，蒸気の流出により同じ機能を有

する設備が同時に機能喪失に至ることであ

ることから，可搬型重大事故等対処設備

は，設計基準事故対処設備等及び常設重大

事故等対処設備と同時に機能を損なうおそ

れがないように，設計基準事故対処設備等

の配置も含めて常設重大事故等対処設備と

位置的分散を図り，複数箇所に分散して保

管する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 20 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備

は，自然現象，人為事象及び故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムに対して，

設計基準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等

に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，設計基準

事故に対処するための設備又は常設重大事故

等対処設備を設置する建屋の外壁から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した場所に保管すると

ともに異なる場所にも保管することで位置的

分散を図る設計とする。 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備

は，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，

積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森

林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地

内における化学物質の漏えい，電磁的障害，

近隣工場等の火災及び爆発に対して健全性を

確保する設計とする。 

 

環境条件に対する健全性については，

「8.2.4 環境条件等」に基づく設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備

は，自然現象，人為事象及び故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムに対して，

設計基準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等

に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，設計基準

事故に対処するための設備又は常設重大事故

等対処設備を設置する建屋の外壁から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した場所に保管すると

ともに異なる場所にも保管することで位置的

分散を図る設計とする。 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備

は，風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，

積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森

林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地

内における化学物質の漏えい，電磁的障害，

近隣工場等の火災及び爆発に対して健全性を

確保する設計とする。 

 

なお，重大事故等における条件，自然現

象，人為事象，周辺機器等からの影響及び事

業（変更）許可を受けた設計基準事故におい

て想定した条件より厳しい条件を要因とした

外的事象に対する健全性については，「4. 

環境条件等」に示す。 

また，可搬型重大事故等対処設備の機能と

多様性，独立性，位置的分散を考慮する設備

を「8. 系統施設毎の設計上の考慮」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故緩和設備についても，共通要因の特

性を踏まえ，可能な限り多様性を有し，位置

的分散を図ることを考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社に対象がないた

め比較はしない。 

 

169



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 21 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋（原子炉棟及び付属棟），緊急時

対策所建屋，常設代替高圧電源装置置場，格

納容器圧力逃がし装置格納槽，常設低圧代替

注水系ポンプ室，緊急用海水ポンプピット，

常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑

部），常設代替高圧電源装置用カルバート

（トンネル部），常設代替高圧電源装置用カ

ルバート（カルバート部），格納容器圧力逃

がし装置用配管カルバート，常設低圧代替注

水系配管カルバート及び緊急用海水系配管カ

ルバート（以下「建屋等」という。）は，地

震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），火

災及び外部からの衝撃による損傷を防止でき

る設計とする。 

 

 

また，可搬型重大事故等対処設備の保管場所

及び屋外・屋内アクセスルートにおいて周辺

斜面が崩壊しないことの考慮等については，

別添 1「可搬型重大事故等対処設備の保管場

所及びアクセスルート」に示す。 

 

 

 

 

(3) 溢水 

溢水に対して，重大事故等対処設備は以下の

設計とする。 

・重大事故等対処設備に期待する機能につい

ては，溢水影響を受けて設計基準事故対処設

備等と同時に機能を損なうおそれがないよ

う，被水及び蒸気影響に対しては可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図

り，没水の影響に対しては溢水水位を考慮し

 

重大事故等対処設備

を 収 納 す る 「 建 屋

等」に関する方針は

「4. 環境条件等」

で示しており，新た

な論点が生じるのも

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセスルートに関

す る 記 載 に つ い て

は、「5. 操作性及び

試験・検査性」に比

較を示す。 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

に対する溢水の設計

方針は「4. 環境条

件 等 」 で 示 し て お

り，新たな論点が生

じるのもではない。 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た位置に設置又は保管する。 

・溢水による共通要因故障の特性は，没水，

被水，蒸気の流出により同じ機能を有する設

備が同時に機能喪失に至ることであることか

ら，常設重大事故等対処設備は，可能な限り

多様性を有し，位置的分散を図ることで，想

定される溢水水位に対して設計基準事故対処

設備等と同時に機能を損なうことのない設計

とする。 

・溢水による共通要因故障の特性は，没水，

被水，蒸気の流出により同じ機能を有する設

備が同時に機能喪失に至ることであることか

ら，可搬型重大事故等対処設備は，設計基準

事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備

と同時に機能を損なうおそれがないように，

設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設

重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複

数箇所に分散して保管する。 

・可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故

等対処設備の接続口は，想定される溢水水位

に対して機能を喪失しない位置に設置する。 

・可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故

等対処設備の接続口は，建屋等内及び建屋等

壁面の適切に離隔した隣接しない位置に複数

箇所設置する。また，接続口から建屋等内に

水又は電力を供給する経路については，常設

重大事故等対処設備として設計する。 

重大事故等対処設備の溢水防護設計について

は，添付書類「Ⅴ-1-1-8 発電用原子炉施設の

溢水防護に関する説明書」のうち添付書類

「Ⅴ-1-1-8-1 溢水等による損傷防止の基本方

針」に基づき実施する。 

 

 

 (4) 火災 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災に対して，重大事故等対処設備は以下の

設計とする。 

・常設重大事故防止設備は，技術基準規則第

52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

とする。 

・内部火災による共通要因故障の特性は，熱

損傷により同じ機能を有する設備が同時に機

能喪失に至ることであることから，常設重大

事故防止設備は，設計基準事故対処設備等と

同時に機能を損なうおそれがないように，可

能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分

散を図る。 

・可搬型重大事故等対処設備は，火災防護対

策を火災防護計画に策定する。 

・内部火災による共通要因故障の特性は，熱

損傷により同じ機能を有する設備が同時に機

能喪失に至ることであることから，可搬型重

大事故等対処設備は，設計基準事故対処設備

等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能

を損なうおそれがないように，設計基準事故

対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対

処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散

して保管する。 

・可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故

等対処設備の接続口は，技術基準規則第 52条

「火災による損傷の防止」に基づく設計とす

る。 

・可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故

等対処設備の接続口は，建屋等内及び建屋等

壁面の適切に離隔した隣接しない位置に複数

箇所設置する。また，接続口から建屋等内に

水又は電力を供給する経路については，常設

重大事故等対処設備として設計する。 

これらの設計のうち，位置的分散が図られた

常設重大事故等対処設備の火災防護設計につ

 

重大事故等対処設備

に対する火災の設計

方針は「4. 環境条

件 等 」 で 示 し て お

り，新たな論点が生

じるのもではない。 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いては，添付書類「Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施

設の火災防護に関する説明書」の「2. 火災防

護の基本設計」に基づき実施する。位置的分

散が図られた可搬型重大事故等対処設備の火

災防護計画については，添付書類「Ⅴ-1-1-7 

発電用原子炉施設の火災防護に関する説明

書」の「8. 火災防護計画」に基づき策定す

る。 

 

(5) サポート系の故障 

重大事故等対処設備において系統又は機器に

供給される電力，空気，油，冷却水を考慮す

る。 

重大事故等対処設備は，設計基準事故対処設

備等と可能な限り系統としての多重性又は多

様性及び独立性を図る設計とするが，サポー

ト系に対しても，可能な限り多様性を図るた

め，以下の設計とする。 

・常設重大事故防止設備は，設計基準事故対

処設備等と異なる駆動源又は冷却源を用いる

設計とするか，駆動源又は冷却源が同じ場合

は別の手段による対応が可能な設計とする。 

・常設重大事故防止設備は，設計基準事故対

処設備等と可能な限り異なる水源をもつ設計

とする。 

・可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事

故対処設備等又は常設重大事故等対処設備と

異なる駆動源又は冷却源を用いる設計とする

か，駆動源又は冷却源が同じ場合は別の手段

による対応が可能な設計とする。 

・可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事

故対処設備等又は常設重大事故等対処設備と

可能な限り異なる水源をもつ設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポート系として区

別した設備に対象が

なく、常設と可搬で

の接続による空気、

冷却水等の供給する

ものはないため比較

なし。 
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MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 (3) 可搬型重大事故等対処設備と常設重大

事故等対処設備の接続口 

MOX 燃料加工施設における重大事故等の対

処においては，建屋等の外から可搬型重大事

故等対処設備を常設重大事故等対処設備に接

続して水又は電力を供給する必要のない設計

とする。 

 

 

 

c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事

故等対処設備の接続口 

MOX 燃料加工施設における重大事故等の対

処においては，建屋等の外から可搬型重大事

故等対処設備を常設重大事故等対処設備に接

続して水又は電力を供給する必要のない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対

処施設と常設重大事

故等対処施設の接続

口に対する設計上の

考慮の差異であり，

新たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 (1) 自然現象 a. 地震，津波

（敷地に遡上する津波を含む） 

・可搬型重大事故等対処設備と常設重大事

故等対処設備の接続口は，技術基準規則第

50 条「地震による損傷の防止」及び技術

基準規則第 51 条「津波による損傷の防

止」に基づく設計とする。また，敷地に遡

上する津波を考慮して，位置的分散を図る

設計とする。 

・可搬型重大事故等対処設備と常設重大事

故等対処設備の接続口は，技術基準規則第

49 条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上の建屋等内又は建屋等壁面の適

切に隔離した隣接しない位置に複数箇所設

置する。また，接続口から建屋等内に水又

は電力を供給する経路については，常設重

大事故等対処設備として設計する。 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 (1) 自然現象 b. 風（台

風），竜巻，落雷，生物学的事象，森林火

災及び高潮 

(c) 可搬型重大事故等対処設備と常設重大

事故等対処設備の接続口 

・可搬型重大事故等対処設備と常設重大事

故等対処設備の接続口は，建屋等内及び建

屋等壁面の適切に離隔した隣接しない位置

に複数箇所設置する。また，接続口から建

屋等内に水又は電力を供給する経路につい

ては，常設重大事故等対処設備として設計

する。 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

(2) 悪影響防止 

 

 

 

重大事故等対処設備は，再処理事業所内の

他の設備(安全機能を有する施設，当該重大

事故等対処設備以外の重大事故等対処設備，

再処理施設及び再処理施設の重大事故等対処

設備を含む。)に対して悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

重大事故等対処設備は，重大事故等におけ

る条件を考慮し，他の設備への影響として

は，重大事故等対処設備使用時及び待機時の

系統的な影響(電気的な影響を含む。），内部

発生飛散物による影響並びに竜巻により飛来

物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系統的な影響について，重大事故等対処設

備は，弁等の操作によって安全機能を有する

(2) 悪影響防止 

 

 

 

重大事故等対処設備は，再処理事業所内の

他の設備(安全機能を有する施設，当該重大

事故等対処設備以外の重大事故等対処設備，

再処理施設及び再処理施設の重大事故等対処

設備を含む。)に対して悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

重大事故等対処設備は，重大事故等におけ

る条件を考慮し，他の設備への影響として

は，重大事故等対処設備使用時及び待機時の

系統的な影響(電気的な影響を含む。)，内部

発生飛散物による影響並びに竜巻により飛来

物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

なお，設備兼用時の容量に関する影響につ

いては，複数の機能を兼用する設備について

複数の機能を兼用する場合を踏まえて設定し

た容量を「Ｖ－１－１－３ 設備別記載事項

の設定根拠に関する説明書」に示す。 

 

 

 

 

系統的な影響について，重大事故等対処設

備は，弁等の操作によって安全機能を有する

2.2 悪影響防止 

（設計基準対象施設の記載は「１.安全機

能を有する施設」にて比較するため記載省

略） 

重大事故等対処設備は発電用原子炉施設

（隣接する発電用原子炉施設を含む。）内

の他の設備（設計基準対象施設及び当該重

大事故等対処設備以外の重大事故等対処設

備）に対して悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

他の設備への悪影響としては，重大事故等

対処設備使用時及び通常待機時の系統的な

影響（電気的な影響を含む。），設備兼用

時の容量に関する影響，地震，火災，溢

水，風（台風）及び竜巻による影響，ター

ビンミサイル等の内部発生飛散物による影

響並びに共用を考慮し，以下に重大事故等

対処設備使用時及び通常待機時の系統的な

影響（電気的な影響を含む。），タービン

ミサイル等の内部発生飛散物による影響並

びに共用に対する設計上の考慮を説明す

る。 

 

なお，設備兼用時の容量に関する影響につ

いては，複数の機能を兼用する設備につい

て複数の機能を兼用する場合を踏まえて設

定した容量を添付書類「Ⅴ-1-1-4 設備別記

載事項の設定根拠に関する説明書」に示

す。 

 

 

 

(1) 重大事故等対処設備使用時及び通常待

機時の系統的な影響（電気的な影響を含

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震，火災，溢水によ

る悪影響は「4.環境条

件」で示すため，新た

な論点が生じるもので

はない。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 27 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

施設として使用する系統構成から重大事故等

対処設備としての系統構成とすること，重大

事故等発生前(通常時)の隔離若しくは分離さ

れた状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，

他の設備から独立して単独で使用可能なこ

と，安全機能を有する施設として使用する場

合と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用すること等により，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

可搬型放水砲については，燃料加工建屋へ

の放水により，当該設備の使用を想定する重

大事故時において必要となる屋外の他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備からの内部発生飛散物

による影響については，回転機器の破損を想

定し，回転体が飛散することを防ぐことで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

施設として使用する系統構成から重大事故等

対処設備としての系統構成とすること，重大

事故等発生前(通常時)の隔離若しくは分離さ

れた状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，

他の設備から独立して単独で使用可能なこ

と，安全機能を有する施設として使用する場

合と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用すること等により，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備からの内部発生飛散物

による影響については，回転機器の破損を想

定し，回転体が飛散することを防ぐことで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

具体的には，回転機器の損傷による飛散物

を発生させるおそれのある重大事故等対処設

む。） 

・系統的な影響に対して重大事故等対処設

備は，弁等の操作によって設計基準対象施

設として使用する系統構成から重大事故等

対処設備としての系統構成とすること，重

大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは

分離された状態から弁等の操作や接続によ

り重大事故等対処設備としての系統構成と

すること，他の設備から独立して単独で使

用可能なこと，又は設計基準対象施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用することにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

・放水砲による建屋への放水により，放水

砲の使用を想定する重大事故等において必

要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

 

(2) 内部発生飛散物による影響 

・設計基準対象施設に属する設備は，蒸気

タービン，発電機及び内部発生エネルギの

高い流体を内蔵する弁の破損及び配管の破

断，高速回転機器の破損に伴う飛散物によ

り安全性を損なわないように設計する。 

 

・重大事故等対処設備は，内部発生エネル

ギの高い流体を内蔵する弁の破損及び配管

の破断，高速回転機器の破損，ガス爆発並

びに重量機器の落下を考慮し，重大事故等

対処設備がタービンミサイル等の発生源と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部発生飛散物として

想定している事象の違

いによる記載の差異で

あるため，たな論点が

生じるものではない。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 28 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備が竜巻により飛来物と

なる影響については，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建屋等内に設置又は保

管することで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする，又は，風荷重を考慮し，屋外

に保管する可搬型重大事故等対処設備は必要

に応じて固縛等の措置をとることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備は，「Ｖ－１－１－４－１ 安全機能を有

する施設が使用される条件の下における健全

性に関する説明書」の「5.4.2（1) 電力を駆

動源とする回転機器」及び「5.4.2（2) 電力

を駆動源としない回転機器」に基づく設計と

する。 

 

 

 

重大事故等対処設備が竜巻により飛来物と

なる影響については，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建屋等内に設置又は保

管することで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする，又は，風荷重を考慮し，屋外

に保管する可搬型重大事故等対処設備は必要

に応じて固縛等の措置をとることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

悪影響防止を含めた設計基準対象施設及び

重大事故等対処設備の内部発生飛散物によ

る影響の考慮については，添付書類「Ⅴ-

1-1-9 発電用原子炉施設の蒸気タービン，

ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防

護に関する説明書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 共用 

安全施設及び常設重大事故等対処設備の共

用については，以下の設計とする。 

 

・重要安全施設は，東海発電所との間で原

則共用又は相互に接続しない設計とする

が，安全性が向上する場合は，共用又は相

互に接続できる設計とする。なお，東海発

電所と共用又は相互に接続する重要安全施

設はないことから，共用又は相互に接続す

ることを考慮する必要はない。 

・重要安全施設以外の安全施設は，東海発

電所との間で共用又は相互に接続する場合

には，発電用原子炉施設の安全性を損なわ

ない設計とする。ただし，重要安全施設以

外の安全施設は，東海発電所と相互に接続

しない設計とする。 

 

重大事故等対処設備の

内部発生飛散物に対す

る設計方針は，安全機

能を有する施設と同様

であるため，設計方針

を安有 00-02（別紙４

－１）に示す。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 29 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ご

とに要求される技術的要件(重大事故等に対

処するために必要な機能)を満たしつつ，同

じ敷地内に設置する再処理施設と共用するこ

とにより安全性が向上し，かつ，MOX 燃料加

工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない

場合には共用できる設計とする。 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ご

とに要求される技術的要件(重大事故等に対

処するために必要な機能)を満たしつつ，同

じ敷地内に設置する再処理施設と共用するこ

とにより安全性が向上し，かつ，MOX 燃料加

工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない

場合には共用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常設重大事故等対処設備は，一部の敷地

を共有する東海発電所内の発電用原子炉施

設において共用しない設計とする。ただ

し，共用対象の施設毎に要求される技術的

要件（重大事故等に対処するための必要な

機能）を満たしつつ，東海発電所内の発電

用原子炉施設と共用することによって，安

全性が向上する場合であって，さらに東海

発電所内及び東海第二発電所内の発電用原

子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合

は，共用できる設計とする。 

安全施設及び常設重大事故等対処設備のう

ち，共用する機器については，「3. 系統

施設毎の設計上の考慮」に示す。 

技術基準規則の違いに

よるものであり，新た

な論点が生じるもので

はない。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 30 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

8.2.4 環境条件等 

 

(1) 環境条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因と

する重大事故等に対処するものと外的事象を

要因とする重大事故等に対処するものそれぞ

れに対して想定される重大事故等が発生した

場合における温度，圧力，湿度，放射線及び

荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できる

よう，その設置場所(使用場所)及び保管場所

に応じた耐環境性を有する設計とするととも

に，操作が可能な設計とする。 

 

 

 

4. 環境条件等 

 

(1) 環境条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因と

する重大事故等に対処するものと外的事象を

要因とする重大事故等に対処するものそれぞ

れに対して想定される重大事故等が発生した

場合における温度，圧力，湿度，放射線及び

荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できる

よう，その設置場所(使用場所)及び保管場所

に応じた耐環境性を有する設計とするととも

に，操作が可能な設計とする。 

 

 

 

2.3 環境条件等 

 

 

安全施設及び重大事故等対処設備は，想定

される環境条件において，その機能を発揮

できる設計とする。 

安全施設の設計条件を設定するに当たって

は，材料疲労，劣化等に対しても十分な余

裕を持って機能維持が可能となるよう，通

常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び

設計基準事故時に想定される圧力，温度，

湿度，放射線量等各種の環境条件を考慮

し，十分安全側の条件を与えることによ

り，これらの条件下においても期待されて

いる安全機能を発揮できる設計とする。 

安全施設の環境条件には，通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故

時における圧力，温度，湿度，放射線のみ

ならず，荷重，屋外の天候による影響（凍

結及び降水），海水を通水する系統への影

響，電磁的障害，周辺機器等からの悪影響

及び冷却材の性状（冷却材中の破損物等の

異物を含む。）の影響を考慮する。 

 

 

 

重大事故等対処設備は，重大事故等時の温

度，放射線，荷重及びその他の使用条件に

おいて，その機能が有効に発揮できるよ

う，その設置場所（使用場所）又は保管場

所に応じた耐環境性を有する設計とすると

ともに，操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件に対して設

計方針が異なること

による記載の差異の

ため，新たに論点が

生 じ る も の で は な

い。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 31 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

重大事故等時の環境条件については，重大

事故等における温度，圧力，湿度，放射線，

荷重に加えて，重大事故による環境の変化を

考慮した環境温度，環境圧力，環境湿度によ

る影響，重大事故等時に汽水を供給する系統

への影響，自然現象による影響，人為事象の

影響及び周辺機器等からの影響を考慮する。 

 

 

 

荷重としては，重大事故等が発生した場合

における機械的荷重に加えて，環境温度，環

境圧力及び自然現象による荷重を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然現象については，重大事故等時におけ

る敷地及びその周辺での発生の可能性，重大

事故等対処設備への影響度，事象進展速度や

事象進展に対する時間余裕の観点から，重大

事故等時に重大事故等対処設備に影響を与え

るおそれがある事象として，地震，津波，風

(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及

び塩害を選定する。 

重大事故等時の環境条件については，重大

事故等における温度，圧力，湿度，放射線，

荷重に加えて，重大事故による環境の変化を

考慮した環境温度，環境圧力，環境湿度によ

る影響，重大事故等時に汽水を供給する系統

への影響，自然現象による影響，人為事象の

影響及び周辺機器等からの影響を考慮する。 

 

 

 

荷重としては，重大事故等が発生した場合

における機械的荷重に加えて，環境温度，環

境圧力(以下「重大事故等時に生ずる荷重」

という。)及び自然現象(地震，風(台風)，竜

巻，積雪及び火山の影響)による荷重を考慮

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然現象については，重大事故等時におけ

る敷地及びその周辺での発生の可能性，重大

事故等対処設備への影響度，事象進展速度や

事象進展に対する時間余裕の観点から，重大

事故等時に重大事故等対処設備に影響を与え

るおそれがある事象として，地震，津波，風

(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及

び塩害を選定する。 

重大事故等発生時の環境条件については，

温度（環境温度及び使用温度），放射線，

荷重のみならず，その他の使用条件とし

て，環境圧力，湿度による影響，屋外の天

候による影響（凍結及び降水），重大事故

等時に海水を通水する系統への影響，電磁

的障害及び周辺機器等からの悪影響及び冷

却材の性状（冷却材中の破損物等の異物を

含む。）の影響を考慮する。 

 

荷重としては，重大事故等時の機械的荷重

に加えて，環境圧力，温度及び自然現象

（地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），風（台風），竜巻，積雪，火山の

影響）による荷重を考慮する。 

 

安全施設及び重大事故等対処設備につい

て，これらの環境条件の考慮事項毎に，環

境圧力，環境温度及び湿度による影響，放

射線による影響，屋外の天候による影響

（凍結及び降水），荷重，海水を通水する

系統への影響，電磁的障害，周辺機器等か

らの悪影響，冷却材の性状（冷却材中の破

損物等の異物を含む。）の影響並びに設置

場所における放射線の影響に分け，以下

(1)から(6)に各考慮事項に対する設計上の

考慮を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉特有の環境条

件に対する記載の差

異のため，新たに議

論が生じるものでは

ない。 

 

 

 

基本設計方針で記載

した環境条件等の基

本方針に記載を合わ

せたことによる構成

の違いであり，記載

の差異のため新たに

論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

基本設計方針で重大

事故時の環境条件と

して考慮した事象の

違いであり，記載の

差異のため新たに論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに

位置的分散 

(1) 自然現象 

重大事故等対処設備の共通要因のうち，

地震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び高潮の事象を考慮す

る。 180



MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 32 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

自然現象による荷重の組合せについては，地

震，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を

考慮する。 

 

人為事象については，重大事故等時におけ

る敷地及びその周辺での発生の可能性，重大

事故等対処設備への影響度，事象進展速度や

事象進展に対する時間余裕の観点から，重大

事故等時に重大事故等対処設備に影響を与え

るおそれのある事象として，敷地内における

化学物質の漏えい及び電磁的障害を選定す

る。なお，これらの自然現象及び人為事象に

ついては，設計基準対象施設について考慮す

る「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」

に示す条件を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の要因となるおそれとなる事業

(変更)許可を受けた設計基準事故において想

自然現象による荷重の組合せについては，地

震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響を

考慮する。 

 

人為事象については，重大事故等時におけ

る敷地及びその周辺での発生の可能性，重大

事故等対処設備への影響度，事象進展速度や

事象進展に対する時間余裕の観点から，重大

事故等時に重大事故等対処設備に影響を与え

るおそれのある事象として，敷地内における

化学物質の漏えい及び電磁的障害を選定す

る。なお，これらの自然現象及び人為事象に

ついては，設計基準対象施設について考慮す

る「Ⅴ－１－１－１自然現象等による損傷の

防止に関する説明書」に示す条件を設定す

る。 

 

また，人為事象のうち，有毒ガスとして想定

される六ケ所ウラン濃縮工場から漏えいする

有毒ガスについては重大事故等対処設備に対

して影響を及ぼすことはないことから考慮は

不要である。人為事象のうち，航空機落下に

ついては，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた燃料加工建屋内に設置するか，又

は設計基準に対処するための設備の安全機能

と同時にその機能がそこなわれるおそれがな

いよう，位置的分散を図る。燃料加工建屋の

航空機落下に対する設計は「Ｖ－１－１－１

－５ 航空機に対する防護設計に関する説明

書」に示す。 

 

 

 

重大事故等の要因となるおそれとなる事業

(変更)許可を受けた設計基準事故において想

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で重大

事故時の環境条件と

して考慮した事象の

違いであり，記載の

差異のため新たに論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに

位置的分散 

a. 爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭

載した車両，有毒ガス，船舶の衝突 

爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載し

た車両，有毒ガス，船舶の衝突に対して，

重大事故等対処設備は以下の設計とする。 

・爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載

した車両及び有毒ガスによる共通要因故障

の特性は，熱損傷，ばい煙により同じ機能

を有する設備が同時に機能喪失に至ること

であることから，常設重大事故防止設備

は，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建屋等内に設置するか，又は設計基

準事故対処設備等と同時にその機能が損な

われないように，設計基準事故対処設備等

と位置的分散を図り，屋外に設置する。 

・船舶の衝突による共通要因故障の特性

は，取水路閉塞により同じ機能を有する設

備が同時に機能喪失に至ることであること

から，常設重大事故防止設備は，外部から

の衝撃による損傷の防止が図られた建屋等

内に設置するか，又は設計基準事故対処設

備等と同時にその機能が損なわれないよう

に，設計基準事故対処設備等と位置的分散

を図り，屋外に設置する。 

・爆発，近隣工場等の火災，危険物を搭載

した車両及び有毒ガスによる共通要因故障

の特性は，熱損傷，ばい煙により同じ機能

を有する設備が同時に機能喪失に至ること

であることから，可搬型重大事故等対処設

備は，外部からの衝撃による損傷の防止が

図られた建屋等内に保管するか，又は設計

基準事故対処設備等及び常設重大事故等対

処設備と同時に機能を損なうお 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

定した条件より厳しい条件を要因とした外的

事象の地震の影響を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響としては，地震，火

災，溢水による波及的影響及び内部発生飛散

物を考慮する。 

 

 

 

また，同時に発生する可能性のある再処理

施設における重大事故等による影響について

も考慮する。 

 

a．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機

能が有効に発揮できるよう，その設置場所

(使用場所)に応じた耐環境性を有する設計と

する。 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重大

事故等対処設備は，重大事故等時における建

屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

定した条件より厳しい条件を要因とした外的

事象の地震の影響を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響としては，地震，火

災，溢水による波及的影響及び内部発生飛散

物を考慮する。 

 

 

 

また，同時に発生する可能性のある再処理

施設における重大事故等による影響について

も考慮する。 

 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機

能が有効に発揮できるよう，その設置場所

(使用場所)に応じた耐環境性を有する設計と

する。 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重

大事故等対処設備は，重大事故等時における

建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で重大

事故時の環境条件と

して考慮した事象の

違いであり，記載の

差異のため新たに論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載

を合わせたことによ

る記載の差異のため

新たに論点が生じる

ものではない。 

 

それがないように，設計基準事故対処設備

等の配置も含めて常設重大事故等対処設備

と位置的分散を図り，防火帯の内側の複数

箇所に分散して保管する。 

重大事故等対処設備は，重大事故等時の

温度，放射線，荷重及びその他の使用条

件において，その機能が有効に発揮でき

るよう，その設置場所（使用場所）又は

保管場所に応じた耐環境性を有する設計

とするとともに，操作が可能な設計とす

る。重大事故等発生時の環境条件につい

ては，温度（環境温度及び使用温度），

放射線，荷重のみならず，その他の使用

条件として，環境圧力，湿度による影

響，屋外の天候による影響（凍結及び降

水），重大事故等時に海水を通水する系

統への影響，電磁的障害及び周辺機器等

からの悪影響及び冷却材の性状（冷却材

中の破損物等の異物を含む。）の影響を

考慮する。 
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MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影

響に対して常時汽水を通水するコンクリート

構造物については，腐食を考慮した設計とす

る。 

地震に対して常設重大事故等対処設備は，

「3.1 地震による損傷の防止」に記載する

地震力による荷重を考慮して，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故

において想定した条件より厳しい条件を要因

とした外的事象の地震に対して，地震を要因

とする重大事故等に対処するために重大事故

等時に機能を期待する常設重大事故等対処設

備は，「8.2.6 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす

る。 

 

さらに，地震に対して常設重大事故等対処

設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的

影響によって重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。また，当該設備

周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮

して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転

倒防止，固縛の措置を行う設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

想定される重大事故等が発生した場合にお

ける温度，圧力，湿度，放射線並びに荷重へ

の具体的な設計方針は「(2)重大事故等時に

おける条件の影響」に示す。 

 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影

響に対して常時汽水を通水するコンクリート

構造物については，腐食を考慮した設計とす

る。 

地震に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ⅲ 耐震性に関する説明書」に記載する地

震力による荷重を考慮して，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事

故において想定した条件より厳しい条件を要

因とした外的事象の地震に対して，地震を要

因とする重大事故等に対処するために重大事

故等時に機能を期待する常設重大事故等対処

設備は，「6. 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす

る。 

 

さらに，地震に対して常設重大事故等対処

設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的

影響によって重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。また，当該設備

周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮

して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転

倒防止，固縛の措置を行う設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載を

合わせたことによる記

載の差異のため新たに

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの設計のうち，外部からの衝撃と

して，爆発，近隣工場等の火災，危険物

を搭載した車両，有毒ガス，船舶の衝突

に対する位置的分散を図る重大事故等対

処設備の設計については，添付書類「Ⅴ

-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等

による損傷の防止に関する説明書」のう

ち添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子

炉施設に対する自然現象等による損傷の

防止に関する基本方針」に基づき実施す

る。 
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MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

と兼用する常設重大事故等対処設備は，地震

により機能が損なわれる場合，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間で修理の対応を行うこと，関連する

工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ

ることにより，機能を損なわない設計とす

る。代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応を行

うこと，関連する工程を停止すること等につ

いては，保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

溢水に対して常設重大事故等対処設備は，

想定する溢水量に対して，機能を損なわない

高さへの設置，被水防護を行うことにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と兼用する常設重大事故等対処設備は，地震

により機能が損なわれる場合，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間で修理の対応を行うこと，関連する

工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ

ることにより，機能を損なわない設計とす

る。代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応を行

うこと，関連する工程を停止すること等につ

いては，保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

溢水に対して常設重大事故等対処設備は，

想定する溢水量に対して，機能を損なわない

高さへの設置，被水防護を行うことにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

具体的には，常設重大事故等対処設備のう

ち，溢水によって必要な機能が損なわれない

静的な構築物，系統及び機器を除く設備が没

水，被水等の影響を受けて機能を損なわない

設計とする。没水，被水等の影響を考慮する

常設重大事故等対処設備の選定については，

「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処

設備の設計方針」に示し，想定する溢水量に

対する評価方針及び評価結果については，

「Ｖ－１－１－７ 加工施設内における溢水

による損傷の防止に関する説明書」に示す。 

重大事故等対処設備の溢水に対する対象の選

定，評価方針及び評価結果については，重大

事故等対処設備の申請に合わせて次回以降に

詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載を

合わせたことによる記

載の差異のため新たに

論点が生じるものでは

ない。 

 

「Ｖ－１－１－４－２

－１」で設計方針を示

した上で，評価方針と

評価結果は「Ｖ－１－

１－７ 加工施設内に

おける溢水による損傷

の防止に関する説明

書」で示すための記載

の差異であり，新たな

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並び

に位置的分散 

(3) 溢水 

溢水に対して，重大事故等対処設備は以

下の設計とする。 

・重大事故等対処設備の溢水防護設計に

ついては，添付書類「Ⅴ-1-1-8 発電用原

子炉施設の溢水防護に関する説明書」の

うち添付書類「Ⅴ-1-1-8-1 溢水等による

損傷防止の基本方針」に基づき実施す

る。 

184



MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 36 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

火災に対して常設重大事故等対処設備は，

「5.  火災等による損傷の防止」に基づく設

計とすることにより，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水

及び火災による損傷を考慮して，代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修理の対応を行うこと，関連す

る工程の停止等又はこれらを適切に組み合わ

せることにより，機能を損なわない設計とす

る。代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応を行

うこと，関連する工程を停止すること等につ

いては，保安規定に定めて，管理する。 

津波に対して常設重大事故等対処設備は，

「3.2 津波による損傷の防止」に基づく設

計とする。 

 

 

屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火

山の影響に対して外部からの衝撃による損傷

を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯

水所，第２保管庫・貯水所，緊急時対策建

屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に設置

し，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台

火災に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関

する説明書」に基づく設計とすることによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水

及び火災による損傷を考慮して，代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修理の対応を行うこと，関連す

る工程の停止等又はこれらを適切に組み合わ

せることにより，機能を損なわない設計とす

る。代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応を行

うこと，関連する工程を停止すること等につ

いては，保安規定に定めて，管理する。 

津波に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ⅴ－１－１－１－６ 津波への配慮に関す

る説明書」に基づく設計とする。 

 

 

屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台

風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火

山の影響に対して外部からの衝撃による損傷

を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯

水所，第２保管庫・貯水所，緊急時対策建

屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に設置

し，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載を

合わせたことによる記

載の差異のため新たに

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件に対して設

計方針が異なること

による記載の差異の

ため，新たに論点が

生 じ る も の で は な

い。 

 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並び

に位置的分散 

(4) 火災 

火災に対して，重大事故等対処設備は以

下の設計とする。 

・常設重大事故防止設備は，技術基準規

則第 52条「火災による損傷の防止」に

基づく設計 

とする。 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並び

に位置的分散 

(a) 常設重大事故等対処設備 

・風（台風）による共通要因故障の特性

は，風（台風）による荷重（風圧力，気

圧差）により同じ機能を有する機器が同

時に機能喪失に至ることであることか

ら，常設重大事故防止設備は，外部から

の衝撃による損傷の防止が図られた建屋

等内に設置するか，又は設計基準事故対

処設備等と同時にその機能が損なわれな

いように，設基準事故対処設備等と位置

的分散を図り，屋外に設置する。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 37 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，

風(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及

び降下火砕物による積載荷重により重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設重大

事故等対処設備は，凍結防止対策，高温防止

対策及び防水対策により，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対して，

風(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及

び降下火砕物による積載荷重により重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響によ

る荷重への具体的な設計方針は「(3)自然現

象により発生する荷重の影響」に示す。 

 

 

 

 

凍結に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への配慮

に関する説明書」にて設定する凍結において

考慮する外気温に対して，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

具体的には，屋内の常設重大事故等対処設

備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内

に設置することにより重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，

凍結防止対策により重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

高温に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への配慮

に関する説明書」にて設定する高温において

考慮する外気温に対して，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

具体的には，屋内の常設重大事故等対処設

備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内

に設置することにより重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。また，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載を

合わせたことによる記

載の差異のため新たに

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載を

合わせたことによる記

載の差異のため新たに

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 環境条件等 

d. 屋外の天候による影響（凍結及び降

水） 

屋外の安全施設及び常設重大事故等対処

設備については，屋外の天候による影響

（凍結及び降水）により機能を損なわな

いよう防水対策及び凍結防止対策を行う

設計とする。 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並び

に位置的分散 

・竜巻による共通要因故障の特性は，竜

巻による荷重（風圧力，気圧差，飛来物

の衝撃荷重）により同じ機能を有する機

器が同時に機能喪失に至ることであるこ

とから，常設重大事故防止設備は，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた

建屋等内に設置するか，又は設計基準事

故対処設備等と同時にその機能が損なわ

れないように設計基準事故対処設備等と

位置的分散を図る。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 38 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

と兼用する常設重大事故等対処設備は，風

(台風），竜巻，積雪，火山の影響，凍結，高

温及び降水により機能が損なわれる場合，代

替設備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修理の対応を行うこ

と，関連する工程の停止等又はこれらを適切

に組み合わせることにより，機能を損なわな

い設計とする。代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で修理

の対応を行うこと，関連する工程を停止する

こと等については，保安規定に定めて，管理

する。 

 

屋外の常設重大事故等対処設備は，高温防止

対策により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

降水に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への配慮

に関する説明書」にて設定する設計基準降水

量に対して，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

具体的には，屋内の常設重大事故等対処設

備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内

に設置することにより重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，

防水対策により重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

と兼用する常設重大事故等対処設備は，風

(台風)，竜巻，積雪，火山の影響，凍結，高

温及び降水により機能が損なわれる場合，代

替設備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修理の対応を行うこ

と，関連する工程の停止等又はこれらを適切

に組み合わせることにより，機能を損なわな

い設計とする。代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で修理

の対応を行うこと，関連する工程を停止する

こと等については，保安規定に定めて，管理

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で重大

事故時の環境条件と

して考慮した事象の

違いであり，記載の

差異のため新たに論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

基本設計方針に記載を

合わせたことによる記

載の差異のため新たに

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 環境条件等 

d. 屋外の天候による影響（凍結及び降

水） 

屋外の安全施設及び常設重大事故等対

処設備については，屋外の天候による

影響（凍結及び降水）により機能を損

なわないよう防水対策及び凍結防止対

策を行う設計とする。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 39 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

落雷に対して外部電源系統からの電気の供

給の停止及び非常用所内電源設備からの電源

の喪失(以下「全交流電源喪失」という。)を

要因とせずに発生する重大事故等に対処する

常設重大事故等対処設備は，直撃雷及び間接

雷を考慮した設計とする。 

直撃雷に対して，当該設備自体が構内接地網

と連接した避雷設備を有する設計とする又は

構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋

等に設置することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。間

接雷に対して，雷サージによる影響を軽減す

ることにより，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

と兼用する常設重大事故等対処設備は，落雷

により機能が損なわれる場合，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間で修理の対応を行うこと，関連する

工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ

ることにより，機能を損なわない設計とす

る。代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応を行

うこと，関連する工程を停止すること等につ

いては，保安規定に定めて，管理する。 

 

生物学的事象に対して常設重大事故等対処

設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を考

慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制する

ことにより，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせず

に発生する重大事故等に対処する常設重大事

故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 自

然現象等への配慮に関する説明書」にて設定

する雷撃電流に対して，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

具体的には，直撃雷及び間接雷を考慮した

設計を行う。直撃雷に対して，当該設備は当

該設備自体が構内接地網と連接した避雷設備

を有する設計とする又は構内接地網と連接し

た避雷設備を有する建屋等に設置する。間接

雷に対して，当該設備は雷サージによる影響

を軽減できる設計とする。 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

と兼用する常設重大事故等対処設備は，落雷

により機能が損なわれる場合，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間で修理の対応を行うこと，関連する

工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ

ることにより，機能を損なわない設計とす

る。代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応を行

うこと，関連する工程を停止すること等につ

いては，保安規定に定めて，管理する。 

 

生物学的事象に対して常設重大事故等対処

設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等

への配慮に関する説明書」にて選定する対象

生物に対して，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件に対して設

計方針が異なること

による記載の差異の

ため，新たに論点が

生 じ る も の で は な

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載を

合わせたことによる記

載の差異のため新たに

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並び

に位置的分散 

・落雷による共通要因故障の特性は，雷

撃電流により同じ機能を有する設備が同

時に機能喪失に至ることであることか

ら，常設重大事故防止設備は，外部から

の衝撃による損傷の防止が図られた建屋

等内に設置するか，又は設計基準事故対

処設備等と同時にその機能が損なわれな

いように，設計基準事故対処設備等と位

置的分散を図り，屋外に設置する。ま

た，常設代替交流電源設備である常設代

替高圧電源装置は，避雷設備又は接地設

備により防護する設計とする。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 40 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林火災に対して常設重大事故等対処設備

は，防火帯の内側に設置することにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

 

また，森林火災からの輻射強度の影響を考

慮した場合においても，離隔距離の確保等に

より，常設重大事故等対処設備の重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には，これら生物の侵入を防止又は

抑制することにより，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

森林火災に対して常設重大事故等対処設備

は，「Ｖ－１－１－１－３ 外部火災への配

慮に関する説明書」にて設定する輻射強度を

考慮し，防火帯の内側に設置することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

また，森林火災からの輻射強度の影響を考

慮した場合においても，離隔距離の確保等に

より，常設重大事故等対処設備の重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

具体的には，常設重大事故等対処設備を収

納する建屋等及び屋外の常設重大事故等対処

設備は，森林火災からの輻射強度の影響に対

し，建屋等又は屋外の常設重大事故等対処設

備の表面温度が許容温度となる危険距離を算

出し，その危険距離を上回る離隔距離を確保

する。 

また，常設重大事故等対処設備を収納する

建屋等は，近隣工場等の火災，爆発に対し，

危険距離を算出し，その危険距離を上回る離

隔距離が確保されていることを確認する。 

 

森林火災からの輻射強度の影響を考慮する

常設重大事故等対処設備を収納する建屋等及

び屋外の常設重大事故等対処設備の選定，要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件に対して設

計方針が異なること

による記載の差異の

ため，新たに論点が

生 じ る も の で は な

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載を

合わせたことによる記

載の差異のため新たに

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並び

に位置的分散 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物

による共通要因故障の特性は，電気盤内

での地絡・短絡により同じ機能を有する

設備が同時に機能喪失に至ることである

ことから，屋外の常設重大事故防止設備

は，侵入防止対策により重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるお

それのない設計とするか，又は設計基準

事故対処設備等と同時にその機能が損な

われないように設計基準事故対処設備等

と位置的分散を図る。 

 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海生生

物による共通要因故障の特性は，海水ポ

ンプの閉塞等により同じ機能を有する設

備が同時に機能喪失に至ることであるこ

とから，影響を受けるおそれのある常設

重大事故防止設備は，侵入防止対策によ

り重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれのない設計とす

る。 

189



MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 41 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

と兼用する常設重大事故等対処設備は，森林

火災発生時に消防車による事前散水による延

焼防止を図るとともに代替設備により機能を

損なわない設計とする。消防車による事前散

水を含む火災防護の計画を保安規定に定め

て，管理する。 

 

 

 

 

 

 

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処設

備は，換気設備及び非管理区域換気空調設備

の給気系への除塩フィルタ及び粒子フィルタ

の設置により，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

求機能及び性能目標については，「Ⅴ－１－

１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計

方針」に示し，常設重大事故等対処設備を収

納する建屋等及び屋外の常設重大事故等対処

設備に対する輻射強度の算出，危険距離の算

出等の評価方針については，「Ｖ－１－１－

１－３－３ 外部火災への配慮が必要な施設

の設計方針及び評価方針」に基づくものと

し，離隔距離の確保に関する評価条件及び評

価結果を「Ｖ－１－１－１－３－４ 外部火

災防護における評価結果」に示す。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

と兼用する常設重大事故等対処設備は，森林

火災発生時に消防車による事前散水による延

焼防止を図るとともに代替設備により機能を

損なわない設計とする。消防車による事前散

水を含む火災防護の計画を保安規定に定め

て，管理する。 

重大事故等対処設備の森林火災に対する対

象の選定，要求機能，性能目標，評価方針及

び評価結果については，重大事故等対処設備

の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

 

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処設

備は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等へ

の配慮に関する説明書」にて考慮する影響に

対して，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

具体的には，屋内の常設重大事故等対処設

備は，換気設備及び非管理区域の換気空調設

備の給気系へ海塩粒子除去の機能を有する捕

集率85%以上(JIS Z 8901 試験用紛体11種 粒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載を

合わせたことによる記

載の差異のため新たに

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件に対して設

計方針が異なること

による記載の差異の

ため，新たに論点が

生 じ る も の で は な

2.1 多重性又は多様性及び独立性並び

に位置的分散 

・森林火災による共通要因故障の特性

は，熱損傷，ばい煙により同じ機能を有

する設備が同時に機能喪失に至ることで

あることから，常設重大事故防止設備

は，外部からの衝撃による損傷の防止が

図られた建屋等内に設置するか，又は設

計基準事故対処設備等と同時にその機能

が損なわれないように設計基準事故対処

設備等と位置的分散を図る。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 42 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，

屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は受

電開閉設備の絶縁性の維持対策により，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対して

屋外の常設重大事故等対処設備は，機能を損

なわない高さへの設置，被液防護を行うこと

により，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電磁的障害に対して常設重大事故等対処設

備は，重大事故等時においても電磁波により

重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

径約2μm)の除塩フィルタ及び粒子フィルタ

の設置により，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，

屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は受

電開閉設備の絶縁性の維持対策により，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対して

常設重大事故等対処設備は再処理事業所内で

運搬する硝酸及び液体二酸化窒素の屋外での

運搬又は受入れ時の漏えいに対して，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

具体的には，屋内の常設重大事故等対処設

備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内

に設置することにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，

機能を損なわない高さへの設置，被液防護を

行うことにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

電磁的影響に対して常設重大事故等対処設

備は，重大事故等時においても電磁波により

重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

具体的には，電磁的障害に対して重大事故

等対処への対処に必要な機能を維持するため

に必要な計測制御系は日本産業規格に基づき

ノイズ対策を行うとともに，電気的及び物理

的な独立性を持たせることにより，重大事故

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で重大

事故時の環境条件と

して考慮した事象の

違いであり，記載の

差異のため新たに論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で重大事

故時の環境条件として

考慮した事象の違いで
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 43 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

周辺機器等からの影響について常設重大事

故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当

該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊に

よる飛散物の影響を考慮し，影響を受けない

位置へ設置することにより重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

周辺機器等からの影響について常設重大事

故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当

該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊に

よる飛散物の影響を考慮し，影響を受けない

位置へ設置することにより重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，重量物の落下による飛散物の影響を

考慮し，影響を受けない位置へ設置すること

により重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

具体的には，常設重大事故等対処設備と同

室に設置する回転機器は，回転機器の異常に

より回転速度が上昇することによる回転羽根

の損壊を考慮して，「Ｖ－１－１－４－１ 

安全機能を有する施設が使用される条件の下

における健全性に関する説明書」の「5.4 

内部発生飛散物の発生防止対策」の「5.4.2 

回転機器の損壊による飛散物」に基づく設計

とする。 

また，常設重大事故等対処設備と同室にあ

るクレーンその他の搬送機器は，運転時にお

いて重量物をつり上げて搬送するクレーンそ

の他の搬送機器からのつり荷の落下及び逸走

によるクレーンその他の搬送機器の落下を考

慮して，「Ｖ－１－１－４－１ 安全機能を

有する施設が使用される条件の下における健

全性に関する説明書」の「5.4 内部発生飛

散物の発生防止対策」の「5.4.1 重量物の

落下による飛散物」に基づく設計とする。 

 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あり，記載の差異のた

め新たに論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載を

合わせたことによる記

載の差異のため新たに

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載を

合わせたことによる記

載の差異のため新たに

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備の

内部発生飛散物に対す

る設計方針は，安全機

能を有する施設と同様

2.3 環境条件等 

(3) 電磁的障害 

・安全施設と重大事故等対処設備のう

ち電磁波に対する考慮が必要な機器

は，事故等時においても，電磁波によ

りその機能が損なわれないよう，ライ

ンフィルタや絶縁回路を設置すること

によりサージ・ノイズの侵入を防止す

る，又は鋼製筐体や金属シールド付ケ

ーブルを適用し電磁波の侵入を防止す

る等の措置を講じた設計とする。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 44 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

と兼用する常設重大事故等対処設備は，内部

発生飛散物を考慮して，代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する工程の

停止等又はこれらを適切に組み合わせること

により，機能を損なわない設計とする。代替

設備により必要な機能を確保すること，安全

上支障のない期間で修理の対応を行うこと，

関連する工程を停止すること等については，

保安規定に定めて，管理する。 

 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生す

る可能性のある再処理施設における重大事故

等による建屋外の環境条件の影響を受けない

設計とする。 

 

b． 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機

能が有効に発揮できるよう，その設置場所

(使用場所)及び保管場所に応じた耐環境性を

有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重

大事故等対処設備は，重大事故等時における

建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施設

と兼用する常設重大事故等対処設備は，内部

発生飛散物を考慮して，代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する工程の

停止等又はこれらを適切に組み合わせること

により，機能を損なわない設計とする。代替

設備により必要な機能を確保すること，安全

上支障のない期間で修理の対応を行うこと，

関連する工程を停止すること等については，

保安規定に定めて，管理する。 

 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生す

る可能性のある再処理施設における重大事故

等による建屋外の環境条件の影響を受けない

設計とする。 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機

能が有効に発揮できるよう，その設置場所

(使用場所)及び保管場所に応じた耐環境性を

有する設計とする。 

 

想定される重大事故等が発生した場合にお

ける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重への

具体的な設計方針は「(2)重大事故等時にお

ける条件の影響」に示す。 

 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重

大事故等対処設備は，重大事故等時における

建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

であるため，設計方針

を「Ⅴ－1－１－４－

1」(安有 00-02 別紙４

－１）に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件に対して設

計方針が異なること

による記載の差異の

ため，新たに論点が

生 じ る も の で は な

い。 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載

を合わせたことによ

る記載の差異のため

新たに論点が生じる

ものではない。 

 

 

基本設計方針に記載を
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 45 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

設計とする。 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影

響に対して常時汽水を通水する又は尾駮沼で

使用する可搬型重大事故等対処設備は，耐腐

食性材料を使用する設計とする。 

また，尾駮沼から直接取水する際の異物の

流入防止を考慮した設計とする。 

 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「3.1 地震による損傷の防止」に記載す

る地震力による荷重を考慮して，当該設備の

落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事

故において想定した条件より厳しい条件を要

因とした外的事象の地震に対して，地震を要

因とする重大事故等に対処するために重大事

故等時に機能を期待する可搬型重大事故等対

設計とする。 

 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影

響に対して常時汽水を通水する又は尾駮沼で

使用する可搬型重大事故等対処設備は，耐腐

食性材料を使用する設計とする。 

また，尾駮沼から直接取水する際の異物の

流入防止を考慮した設計とする。 

 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ⅲ 耐震性に関する説明書」に記載す

る地震力による荷重を考慮して，当該設備の

落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設

計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備を保管す

る建屋等は，地震に対して，機能を損なわな

い設計とする。 

なお，可搬型重大事故等対処設備の落下防

止，転倒防止，固縛の措置に関する詳細につ

いては，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事

故等対処設備の設計方針」に示し，可搬型重

大事故等対処設備を保管する建屋等の耐震設

計については，「Ⅴ－１－１－４－２－２ 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所等の設

計方針」に示す。 

地震に対する可搬型重大事故等対処設備の

落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設

計及び建屋等の耐震設計については，可搬型

重大事故等対処設備の申請に合わせて次回以

降に詳細を説明する。 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事

故において想定した条件より厳しい条件を要

因とした外的事象の地震に対して，地震を要

因とする重大事故等に対処するために重大事

故等時に機能を期待する可搬型重大事故等対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合わせたことによる記

載の差異のため新たに

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針に記載を

合わせたことによる記

載の差異のため新たに

論点が生じるものでは

ない。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 46 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

処設備は，「8.2.6 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とする。 

 

さらに，当該設備周辺の機器等からの波及

的影響によって重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒

による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機

材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う

設計とする。 

 

溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対

処設備は，溢水に対しては想定する溢水量に

対して機能を損なわない高さへの設置又は保

管，被水防護を行うことにより，火災に対し

ては，「8.2.7  可搬型重大事故等対処設備

の内部火災に対する防護方針」に基づく火災

防護を行うことにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処設備は，「6. 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と

する。 

 

さらに，当該設備周辺の機器等からの波及

的影響によって重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒

による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機

材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う

設計とする。 

 

溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対

処設備は，溢水に対しては想定する溢水量に

対して機能を損なわない高さへの設置又は保

管，被水防護を行うことにより，火災に対し

ては，「7. 可搬型重大事故等対処設備の内

部火災に対する防護方針」に基づく火災防護

を行うことにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

具体的には，可搬型重大事故等対処設備の

うち，溢水によって必要な機能が損なわれな

い静的な機器を除く設備が没水，被水等の影

響を受けて機能を損なわない設計とする。 

没水，被水等の影響を考慮する可搬型重大

事故等対処設備の選定については，「Ⅴ－１

－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設

計方針」に示し，想定する溢水量に対する評

価方針及び評価結果については，「Ｖ－１－

１－７ 加工施設内における溢水による損傷

の防止に関する説明書」に示す。 

重大事故等対処設備の溢水に対する対象の

選定，評価方針及び評価結果については，重

大事故等対処設備の申請に合わせて次回以降

に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で重大

事故時の環境条件と

して考慮した事象の

違いであり，記載の

差異のため新たに論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並び

に位置的分散 

(3) 溢水 

溢水に対して，重大事故等対処設備は以

下の設計とする。 

・重大事故等対処設備の溢水防護設計に

ついては，添付書類「Ⅴ-1-1-8 発電用

原子炉施設の溢水防護に関する説明書」

のうち添付書類「Ⅴ-1-1-8-1 溢水等に

よる損傷防止の基本方針」に基づき実施

する。 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並び

に位置的分散 

(4) 火災 

火災に対して，重大事故等対処設備は以

下の設計とする。 

・常設重大事故防止設備は，技術基準規

則第 52条「火災による損傷の防止」に

基づく設計とする。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 47 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「3.2 津波による損傷の防止」に示す津

波による影響を受けない位置に保管する設計

とする。 

 

 

また，可搬型重大事故等対処設備の据付け

は，津波による影響を受けるおそれのない場

所を選定することとし，使用時に津波の影響

を受けるおそれのある場所に据付ける場合

は，津波に対して重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪

及び火山の影響に対して屋内の可搬型重大事

故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる建屋等内に保管し，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ｖ－１－１－１－６ 津波への配慮に

関する説明書」に示す津波による影響を受け

ない位置に保管する設計とする。 

 

 

また，可搬型重大事故等対処設備の据付け

は，津波による影響を受けるおそれのない場

所を選定することとし，使用時に津波の影響

を受けるおそれのある場所に据付ける場合

は，津波に対して重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

具体的には，第２貯水槽から第１貯水槽へ

水を補給する場合及び燃料加工建屋に放水す

る場合は，津波による影響を受けない場所に

可搬型重大事故等対処設備を据付けることと

し，尾駮沼取水場所 A，尾駮沼取水場所 B 又

は二又川取水場所 A(以下「敷地外水源」とい

う。)における可搬型重大事故等対処設備の

据付けは，津波警報の解除後に対応を開始す

ること，津波警報の発令確認時に対応中の場

合は一時的に退避することにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪

及び火山の影響に対して屋内の可搬型重大事

故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯

水所，第２保管庫・貯水所，緊急時対策建

屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に保管

し，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で重大

事故時の環境条件と

して考慮した事象の

違いであり，記載の

差異のため新たに論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196



MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 48 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風

(台風)及び竜巻に対して風(台風)及び竜巻に

よる風荷重を考慮し，必要により当該設備又

は当該設備を収納するものに対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計とす

る。 

ただし，固縛する屋外の可搬型重大事故等

対処設備のうち，地震時の移動を考慮して地

震後の機能を維持する設備は，余長を有する

固縛で拘束することにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型

重大事故等対処設備は，積雪荷重及び降下火

砕物による積載荷重を考慮し，損傷防止措置

として除雪，除灰及び屋内への配備を実施す

ることにより，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわないよう維持する設計とする。

除雪，除灰及び屋内への配備を実施すること

については，保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型

重大事故等対処設備は，凍結防止対策，高温

防止対策及び防水対策により，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風

(台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対し

て，風(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷

重及び降下火砕物のよる積載荷重により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響によ

る荷重への具体的な設計方針は「(3)自然現

象により発生する荷重の影響」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

凍結に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への

配慮に関する説明書」にて設定する凍結にお

いて考慮する外気温に対して，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処

設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等

内に保管することにより重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，凍結防止対策により重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

高温に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への

配慮に関する説明書」にて設定する高温にお

いて考慮する外気温に対して，重大事故等へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で重大

事故時の環境条件と

して考慮した事象の

違いであり，記載の

差異のため新たに論

点が生じるものでは

ない。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 49 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせず

に発生する重大事故等に対処する可搬型重大

事故等対処設備は，直撃雷を考慮した設計と

する。 

 

 

直撃雷に対して，構内接地網と連接した避雷

設備で防護される範囲内に保管する又は構内

接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に

保管することにより，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処

設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等

内に保管することにより重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。ま

た，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，高

温防止対策により重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

降水に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への

配慮に関する説明書」にて設定する設計基準

降水量に対して，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処

設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等

内に保管することにより重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，防水対策により重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせず

に発生する重大事故等に対処する可搬型重大

事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 

自然現象等への配慮に関する説明書」にて設

定する雷撃電流に対して，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

具体的には，直撃雷に対して，当該設備は

当該設備自体が構内接地網と連接した避雷設

備を有する設計とする又は構内接地網と連接

した避雷設備を有する建屋等に設置すること

により，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で重大

事故時の環境条件と

して考慮した事象の

違いであり，記載の

差異のため新たに論

点が生じるものでは

ない。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 50 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

生物学的事象に対して可搬型重大事故等対

処設備は，鳥類，昆虫類，小動物及び水生植

物の付着又は侵入を考慮し，これら生物の侵

入を防止又は抑制することにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

森林火災に対して可搬型重大事故等対処設

備は，防火帯の内側に保管することにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

また，森林火災からの輻射強度の影響を考

慮した場合においても，離隔距離の確保等に

より，可搬型重大事故等対処設備の重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物学的事象に対して可搬型重大事故等対

処設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象

等への配慮に関する説明書」にて選定する対

象生物の侵入及び水生植物の付着に対して，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

具体的には，これら生物の侵入及び水生植

物の付着を防止又は抑制することにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

森林火災に対して可搬型重大事故等対処設

備は，「Ｖ－１－１－１－３ 外部火災への

配慮に関する説明書」にて設定する輻射強度

を考慮し，防火帯の内側に保管することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

また，森林火災からの輻射強度の影響を考

慮した場合においても，離隔距離の確保等に

より，可搬型重大事故等対処設備の重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

具体的には，可搬型重大事故等対処設備を

収納する建屋等及び屋外の可搬型重大事故等

対処設備は，森林火災からの輻射強度の影響

に対し，建屋等又は屋外の可搬型重大事故等

対処設備の表面温度が許容温度となる危険距

離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離

を確保等する。 

また，可搬型重大事故等対処設備を収納す

る建屋等は，近隣工場等の火災，爆発に対

し，危険距離を算出し，その危険距離を上回

る離隔距離が確保されていることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で重大

事故時の環境条件と

して考慮した事象の

違いであり，記載の

差異のため新たに論

点が生じるものでは

ない。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 51 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処

設備は，換気設備及び非管理区域換気空調設

備の給気系への除塩フィルタ及び粒子フィル

タの設置により，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又

は絶縁性の維持対策により，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林火災からの輻射強度の影響を考慮する

可搬型重大事故等対処設備を収納する建屋等

及び屋外の可搬型重大事故等対処設備の選

定，要求機能及び性能目標については，「Ⅴ

－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備

の設計方針」に示し，建屋等及び屋外の可搬

型重大事故等対処設備に対する輻射強度の算

出，危険距離の算出等の評価方針について

は，「Ｖ－１－１－１－３－３ 外部火災へ

の配慮が必要な施設の設計方針及び評価方

針」に基づくものとし，離隔距離の確保に関

する評価条件及び評価結果を「Ｖ－１－１－

１－３－４ 外部火災防護における評価結

果」に示す。 

 

 

 

 

塩害に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への

配慮に関する説明書」にて考慮する影響に対

して，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処

設備は，換気設備及び非管理区域の換気空調

設備の給気系へ海塩粒子除去の機能を有する

捕集率85%以上(JIS Z 8901 試験用紛体11種 

粒径約2μm)の除塩フィルタ及び粒子フィル

タの設置により，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。また，屋外

の可搬型重大事故等対処設備は，屋外施設の

塗装等による腐食防止対策又は絶縁性の維持

対策により，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で重大

事故時の環境条件と

して考慮した事象の

違いであり，記載の

差異のため新たに論

点が生じるものでは

ない。 

 

森林火災に対する対象

の選定は「Ⅴ－1－１

－４－２－１ 重大事

故等対処設備の設計方

針」（重事 00-02別紙

４－２）に示す。評価

方針は「Ｖ－１－１－

１－３－３ 外部火災

への配慮が必要な施設

の設計方針及び評価方

針」（外外火 00-02 別
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 52 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対して

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，機能を

損なわない高さへの設置，被液防護を行うこ

とにより，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処

設備は，重大事故等時においても電磁波によ

り重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響について可搬型重大

事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して

当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊

による飛散物の影響を考慮し，影響を受けな

い位置へ保管することにより重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

敷地内における化学物質の漏えいに対して

可搬型重大事故等対処設備は，再処理事業所

内で運搬する硝酸及び液体二酸化窒素の屋外

での運搬又は受入れ時の漏えいに対して，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処

設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等

内に保管することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なうおそれがない設計と

する。 

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない高さへの設置，被液防護を行うことに

より，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処

設備は，重大事故等時においても電磁波によ

り重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

具体的には，電磁的障害に対して重大事故

等への対処に必要な機能を維持するために必

要な計測制御系は日本産業規格に基づきノイ

ズ対策を行うとともに，電気的及び物理的な

独立性を持たせることにより，重大事故等へ

の対処に必要な損なわない設計とする。 

 

周辺機器等からの影響について可搬型重大

事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して

当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊

による飛散物の影響を考慮し，影響を受けな

い位置へ保管することにより重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紙４－３）に示し，評

価結果は「Ｖ－１－１

－１－３－４ 外部火

災防護における評価結

果」（外外火 00-02 別

紙４－４）に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針で重大

事故時の環境条件と

して考慮した事象の

違いであり，記載の

差異のため新たに論

点が生じるものでは
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 53 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生

する可能性のある再処理施設における重大事

故等による建屋外の環境条件の影響を受けな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，重量物の落下による飛散物の影響を

考慮し，影響を受けない位置へ設置すること

により重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

具体的には，可搬型重大事故等対処設備と

同室に設置する回転機器は，回転機器の異常

により回転速度が上昇することによる回転羽

根の損壊を考慮して，「Ｖ－１－１－４－１ 

安全機能を有する施設が使用される条件の下

における健全性に関する説明書」の「5.4 

内部発生飛散物の発生防止対策」の「5.4.2 

回転機器の損壊による飛散物」に基づく設計

とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備と同室に

あるクレーンその他の搬送機器は，運転時に

おいて重量物をつり上げて搬送するクレーン

その他の搬送機器からのつり荷の落下及び逸

走によるクレーンその他の搬送機器の落下を

考慮して，「Ｖ－１－１－４－１ 安全機能

を有する施設が使用される条件の下における

健全性に関する説明書」の「5.4 内部発生

飛散物の発生防止対策」の「5.4.1 重量物

の落下による飛散物」に基づく設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生

する可能性のある再処理施設における重大事

故等による建屋外の環境条件の影響を受けな

い設計とする。 

 

 

(2) 重大事故等時における条件の影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 環境圧力，環境温度及び湿度による

影響，放射線による影響，屋外の天候によ

る影響（凍結及び降水）並びに荷重 

・安全施設は，通常運転時，運転時の異常

な過渡変化時及び設計基準事故時における

環境条件を考慮した設計とする。 

 

・原子炉格納容器内の重大事故等対処設備

は，重大事故等時の原子炉格納容器内の環

境条件を考慮した設計とする。操作は，中

央制御室から可能な設計とする。また，地

震による荷重を考慮して，機能を損なわな

い設計とする。 

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備の

内部発生飛散物に対す

る設計方針は，安全機

能を有する施設と同様

であるため，設計方針

を「Ⅴ－1－１－４－

1」(安有 00-02 別紙４

－１）に示す。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 54 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対処

設備は，重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。操作は，中央制御

室，異なる区画若しくは離れた場所又は設

置場所で可能な設計とする。また，横滑り

も含めて地震による荷重を考慮して，機能

を損なわない設計とするとともに，可搬型

重大事故等対処設備については，必要によ

り当該設備の落下防止，転倒防止及び固縛

の措置をとる。このうち，インターフェイ

スシステムＬＯＣＡ時，使用済燃料プール

における重大事故に至るおそれのある事故

又は主蒸気管破断事故起因の重大事故等時

に使用する設備については，これらの環境

条件を考慮した設計とするか，これらの環

境影響を受けない区画等に設置する。 

・原子炉建屋付属棟内（中央制御室含

む。），緊急時対策所建屋内，常設代替高

圧電源装置置場（地下階）内，格納容器圧

力逃がし装置格納槽内，常設低圧代替注水

系ポンプ室内，緊急用海水ポンプピット内

及び立坑内の重大事故等対処設備は，重大

事故等時におけるそれぞれの場所の環境条

件を考慮した設計とする。操作は，中央制

御室，異なる区画若しくは離れた場所又は

設置場所で可能な設計とする。また，横滑

りを含めて地震による荷重を考慮して，機

能を損なわない設計とするとともに，可搬

型重大事故等対処設備については，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止及び固

縛の措置をとる。 

・屋外及び常設代替高圧電源装置置場（地

上階）の重大事故等対処設備は，重大事故

等時における屋外の環境条件を考慮した設

計とする。操作は，中央制御室，離れた場

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件の設定方法が

異なるものであり，記

載の展開は必要なく新

たな論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203



MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 55 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 環境圧力による影響 

重大事故等対処設備は，重大事故等時に想

所又は設置場所で可能な設計とする。ま

た，横滑りを含めて地震による荷重を考慮

して，機能を損なわない設計とするととも

に，可搬型重大事故等対処設備について

は，地震後においても機能及び性能を保持

する設計とする。さらに，風（台風）及び

竜巻による風荷重を考慮して，浮き上がり

又は横滑りによって設計基準事故対処設備

や同じ機能を有する他の重大事故等対処設

備に衝突して損傷することを防止するとと

もに，積雪及び火山の影響を考慮して，必

要により除雪及び除灰等の措置を講じる。 

・屋外の重大事故等対処設備は，重大事故

等時において，万が一使用中に機能を喪失

した場合であっても，可搬型重大事故等対

処設備によるバックアップが可能となるよ

う，位置的分散を考慮して可搬型重大事故

等対処設備を複数保管する設計とする。 

・原子炉格納容器内の安全施設及び重大事

故等対処設備は，設計基準事故等及び重大

事故等時に想定される圧力，温度等に対

し，格納容器スプレイ水による影響を考慮

しても，その機能を発揮できる設計とす

る。 

・安全施設及び重大事故等対処設備におい

て，主たる流路の機能を維持できるよう，

主たる流路に影響を与える範囲について，

主たる流路と同一又は同等の規格で設計す

る。 

 

 

 

a. 環境圧力 

原子炉格納容器外の安全施設及び重大事故

等対処設備については，事故時に想定され

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件の設定方法が

異なるものであり，記

載の展開は必要なく新

たな論点が生じるもの

ではない。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 56 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定される環境圧力が加わっても，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

環境圧力については，設備の設置場所の適

切な区分(屋外，重大事故の発生を想定する

グローブボックスを設置する工程室内，その

他の燃料加工建屋内，グローブボックス内)

毎に重大事故等時の環境を考慮して設定す

る。 

屋外の環境圧力は，大気圧を設定する。 

 

 

重大事故の発生を想定するグローブボック

スを設置する工程室内，その他の燃料加工建

屋内及びグローブボックス内の環境圧力は，

以下に示す通常時及び重大事故等時の圧力を

考慮して大気圧を設定する。 

(a) 通常時において，燃料加工建屋内の負圧

管理を行っているが，最大で-160Pa であ

り，大気圧と同程度である。 

(b) 重大事故等時には，火災が発生すること

に加え，給気設備及び排風機の停止に伴

い，重大事故の発生を想定するグローブボ

ックスを設置する工程室内の圧力は上昇す

るが，大気圧に近づく程度にとどまる。 

 

 

 

 

 

 

 

設定した環境圧力に対して機器が機能を損

なわないように，耐圧部にあっては，機器が

使用される環境圧力下において，部材に発生

る環境圧力が，原子炉建屋原子炉棟内は事

故時に作動するブローアウトパネル開放設

定値を考慮して大気圧相当，原子炉建屋の

原子炉棟外及びその他の建屋内並びに屋外

は大気圧であり，大気圧にて機能を損なわ

ない設計とする。 

原子炉格納容器内の安全施設及び重大事故

等対処設備については，使用時に想定され

る環境圧力が加わっても，機能を損なわな

い設計とする。 

原子炉格納施設内の安全施設に対しては，

発電用原子炉設置変更許可申請書「十 発電

用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故

が発生した場合における当該事故に対処す

るために必要な施設及び体制の整備に関す

る事項」（以下「許可申請書十号」とい

う。）ロ．において評価した設計基準事故

の中で，原子炉格納容器内の圧力が最も高

くなる「原子炉冷却材喪失」を包絡する圧

力として，0.31 MPa [gage]を設定する。 

原子炉格納施設内の重大事故等対処設備に

対しては，「許可申請書十号」ハ．におい

て評価した重大事故等の中で，原子炉格納

容器内の圧力が最も高くなる「大破断ＬＯ

ＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失

敗（＋全交流動力電源喪失）」を包絡する

圧力として，原則として，0.62 MPa [gage]

を設定する。 

ただし，重大事故等発生初期に機能が求め

られるものは，機能が求められるときの環

境圧力を考慮して，環境圧力を設定する。 

設定した環境圧力に対して機器が機能を損

なわないように，耐圧部にあっては，機器

が使用される環境圧力下において，部材に

発生する応力に耐えられることとする。耐
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 57 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する応力に耐えられることとする。耐圧部以

外の部分にあっては，絶縁や回転等の機能が

阻害される圧力に到達しないことを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認の方法としては，環境圧力と機器の最

高使用圧力との比較等によるものとする。 

 

 

 

 

(c) 重大事故等の発生を想定するグローブ

ボックス内（当該グローブボックスと接

続するグローブボックス排気設備の排気

経路含む。以下同じ。）及びその他のグ

ローブボックス内の環境圧力は，以下に示

す通常時及び重大事故等時の圧力を考慮し

て大気圧を設定する。 

イ. 通常時において，グローブボックス内

の負圧管理を行っているが，最大で-400Pa

であり，大気圧と同程度である。 

ロ. 重大事故等時には，火災発生に伴う温

度上昇により，圧力が上昇するが，系外へ

繋がる経路へ避圧され，初期圧力に対して

最大でも 600Paの圧力上昇で平衡する。 

圧部以外の部分にあっては，絶縁や回転等

の機能が阻害される圧力に到達しないこと

を確認する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を行う

安全弁等については，環境圧力において吹

出量が確保できる設計とする。原子炉冷却

材圧力バウンダリに属する逃がし安全弁

は，サプレッション・チェンバからの背圧

の影響を受けないようベローズと補助背圧

平衡ピストンを備えたバネ式の平衡形安全

弁とし，吹出量に係る設計については，添

付書類「Ⅴ-4-1 安全弁及び逃がし弁の吹出

量計算書」に示す。 

確認の方法としては，環境圧力と機器の最

高使用圧力との比較の他，環境圧力を再現

した試験環境下において機器が機能するこ

とを確認した実証試験等によるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「絶縁や回転等」の指

す内容は，耐圧機能，

絶縁機能，回転機能，

計測機能，伝送機能な

どの所定の機能の総称

として示している。 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

「環境圧力と機器の最

高使用圧力との比較

等」とは，環境圧力に

対する確認方法の総称

として示している。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 58 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 環境温度及び湿度による影響 

重大事故等対処設備は，重大事故等時に想

定される環境温度及び湿度にて重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。環境温度については，設備の設置場所の

適切な区分(屋外，重大事故の発生を想定す

るグローブボックスを設置する工程室内，そ

の他の燃料加工建屋内，グローブボックス

内)毎に重大事故等時の環境を考慮して設定

する。 

 

屋外の環境温度は，「Ⅴ－１－１－１－１ 

自然現象等への配慮に関する説明書」にて高

温に対する設計温度として定めた 37℃を設定

する。 

 

 

重大事故の発生を想定するグローブボック

スを設置する工程室内，その他の燃料加工建

屋内の環境温度は，以下に示す通常時及び重

大事故等時の温度を考慮して 40℃を設定す

る。 

(a) 通常時において，燃料加工建屋内は，

部屋内に設置する機器，照明による発熱及び

核燃料物質からの崩壊熱を考慮し，40℃以下

となるようにしている。 

(b) 重大事故等時には，重大事故の発生を

想定するグローブボックス内の火災によりグ

ローブボックス内の温度が上昇するが，重大

事故の発生を想定するグローブボックスを設

 

 

 

 

 

b. 環境温度及び湿度による影響 

安全施設及び重大事故等対処設備は，それ

ぞれ事故時に想定される環境温度及び湿度

にて機能を損なわない設計とする。環境温

度及び湿度については，設備の設置場所の

適切な区分（原子炉格納容器内，建屋内，

屋外）毎に想定事故時に到達する最高値と

し，区分毎の環境温度及び湿度以上の最高

使用温度等を機器仕様として設定する。 

原子炉格納容器内の安全施設に対しては，

「許可申請書十号」ロ．において評価した

設計基準事故の中で，原子炉格納容器内の

温度が最も高くなる「原子炉冷却材喪失」

を包絡する温度及び湿度として，温度は

171 ℃，湿度は 100 ％（蒸気）を設定す

る。 

 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備に

対しては，「許可申請書十号」ハ．におい

て評価した重大事故等の中で，原子炉格納

容器内の温度が最も高くなる「大破断ＬＯ

ＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失

敗（＋全交流動力電源喪失）」を包絡する

温度及び湿度として，原則として，温度は

200 ℃（最高 235 ℃），湿度は 100 ％（蒸

気）を設定する。 

 

原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋原

子炉棟内）の安全施設に対しては，原子炉

建屋原子炉棟内の温度が最も高くなる「主

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件の設定方法が

異なるものであり，記

載の展開は必要なく新

たな論点が生じるもの

ではない。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 59 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置する工程室は，部屋容積が十分広く，熱源

となる火災の継続時間が短いことから，有意

な温度上昇が考えられない。 

ただし，重大事故の発生を想定するグローブ

ボックス近傍として，グローブボックス表面

に設置する機器の環境温度は，グローブボッ

クスから直接熱が伝わっていくことを考慮

し，100℃を設定する。 

環境湿度については，考えられる最高値と

してすべての区分において 100％を設定す

る。 

設定した環境温度に対して機器が機能を損

なわないように，耐圧部にあっては，機器が

使用される環境温度下において，部材に発生

する応力に耐えられることとする。耐圧部以

外の部分にあっては，絶縁や回転等の機能が

阻害される温度に到達しないこととする。環

境温度に対する確認の方法としては，環境温

度と機器の最高使用温度との比較等によるも

のとする。 

 

重大事故等の発生を想定するグローブボッ

クス内の環境温度は，火災消火まで継続時間

における最高温度及び火災源から鉛直方向の

温度分布を考慮し，火災源から鉛直方向の距

離 0～950mm，951～1300mm 及びそれ以外の範

囲でそれぞれ 450℃，150℃，100℃を設定す

る。 

上記以外のグローブボックス内の環境温度

は，事故による有意な温度上昇はないため，

40℃を設定する。 

 

 

 

また，設定した湿度に対して機器が機能を

蒸気管破断」を考慮し，事故等時の設備の

使用状態に応じて，原則として，温度は

65.6 ℃（事象初期：100 ℃），湿度は

90 ％（事象初期：100 ％（蒸気））を設定

する。 

原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋原

子炉棟内）の重大事故等対処設備に対して

は，原則として，温度は 65.6 ℃，湿度は

100 ％を設定する。その他，「許可申請書

十号」ハ．において評価した重大事故等の

中で，エリアの温度が上昇する事象を選定

する。 

 

「格納容器バイパス（インターフェイスシ

ステムＬＯＣＡ）」時に使用する重大事故

等対処設備に対しては，耐火壁により東側

区分と西側区分に分離されており，機能が

期待される区分は高温水及び蒸気による影

響が小さく，温度は 65.6 ℃，湿度は

100 ％に包絡される。 

 

「使用済燃料プールにおける重大事故に至

るおそれがある事故」時に使用する重大事

故等対処設備に対しては，使用済燃料プー

ル水の沸騰の可能性を考慮して，温度は

100 ℃，湿度は 100 ％（蒸気）を設定す

る。 

「主蒸気管破断事故起因の重大事故等」時

に使用する原子炉建屋原子炉棟内の重大事

故等対処設備に対しては，主蒸気管から原

子炉棟への蒸気の流出を考慮し，原則とし

て，温度は 65.6 ℃（事象初期：

100 ℃），湿度 100 ％（事象初期：100 ％

（蒸気））を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「絶縁や回転等」の指

す内容は，耐圧機能，

絶縁機能，回転機能，

計測機能，伝送機能な

どの所定の機能の総称

として示している。 

 

「環境温度と機器の最

高使用温度との比較

等」とは，環境温度に

対する確認方法の総称

として示している。 

 

(重事 1-2) 重大事故

の発生を想定するグロ

ーブボックスの最高温

度：100℃ 

[設定値懇書説明書(V-

1-1-3-4-1)] 

 

(重事 1-1) 重大事故

時における設置室の周

囲温度：40℃ 

[設定値懇書説明書(V-

1-1-3-4-1)] 
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損なわないように，耐圧部にあっては，当該

構造部が気密性・水密性を有し，一定の肉厚

を有する金属製の構造とすることで，湿度の

環境下であっても耐圧機能が維持される設計

とする。耐圧部以外の部分にあっては，機器

の外装を気密性の高い構造とし，機器内部を

周囲の空気から分離することや，機器の内部

にヒーターを設置し，内部で空気を加温して

相対湿度を低下させること等により，絶縁や

導通等の機能が阻害される湿度に到達しない

こととする。 

湿度に対する確認の方法としては，環境湿

度と機器仕様の比較等によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋の

原子炉棟外及びその他の建屋内）の安全施

設及び重大事故等対処設備に対しては，原

則として，温度は 40 ℃，湿度は 90 ％を設

定する。 

屋外の安全施設及び重大事故等対処設備に

対しては，夏季を考慮して温度は 40 ℃，

湿度は 100 ％を設定する。 

 

環境温度及び湿度以上の最高使用温度等を

設定できない機器については，その設備の

機能が求められる事故に応じて，サポート

系による設備の冷却や，熱源からの距離等

を考慮して環境温度及び湿度を設定する。 

なお，環境温度を考慮し，耐環境性向上を

図る設計を行っている機器については，

「3. 系統施設毎の設計上の考慮」に示す。 

 

設定した環境温度に対して機器が機能を損

なわないように，耐圧部にあっては，機器

が使用される環境温度下において，部材に

発生する応力に耐えられることとする。耐

圧部以外の部分にあっては，絶縁や回転等

の機能が阻害される温度に到達しないこと

とする。 

 

環境温度に対する確認の方法としては，環

境温度と機器の最高使用温度との比較，規

格等に基づく温度評価の他，環境温度を再

現した試験環境下において機器が機能する

ことを確認した実証試験等によるものとす

る。 

また，設定した湿度に対して機器が機能を

損なわないように，耐圧部にあっては，当

該構造部が気密性・水密性を有し，一定の

 

 

 

 

 

 

 

「相対湿度を低下させ

ること等」とは，機能

が阻害される湿度に到

達しないための対策の

総称として示してい

る。 

 

「環境湿度と機器仕様

の比較等」とは，環境

湿度に対する確認方法

の総称として示してい

る。 
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c. 放射線による影響 

重大事故等対処設備は，重大事故等時に想

定される放射線にて機能を損なわない設計と

する。放射線については，設備の設置場所の

適切な区分(屋外，重大事故の発生を想定す

るグローブボックスを設置する工程室内，そ

の他の燃料加工建屋内，グローブボックス

内)毎に重大事故等時の環境を考慮して，設

定する。 

屋外の放射線は，重大事故等時において

も，外部への放射性物質の放出量は小さく，

設備に対して影響を及ぼすことはないことか

ら，管理区域外の遮蔽設計の基準となる線量

率を基に 2.6μGy/h を設定する。 

燃料加工建屋内のうち管理区域内の放射線

は，工程室の遮蔽設計の基準となる線量率を

基に50μGy/hを設定し，管理区域外の放射線

は，管理区域外の遮蔽設計の基準となる線量

率を基に 2.6μGy/h を設定する。 

肉厚を有する金属製の構造とすることで，

湿度の環境下であっても耐圧機能が維持さ

れる設計とする。耐圧部以外の部分にあっ

ては，機器の外装を気密性の高い構造と

し，機器内部を周囲の空気から分離するこ

とや，機器の内部にヒーターを設置し，内

部で空気を加温して相対湿度を低下させる

こと等により，絶縁や導通等の機能が阻害

される湿度に到達しないこととする。 

湿度に対する確認の方法としては，環境湿

度と機器仕様の比較の他，環境湿度を再現

した試験環境下において機器が機能するこ

とを確認した実証試験等によるものとす

る。 

 

 

c. 放射線による影響 

安全施設及び重大事故等対処設備は，それ

ぞれ事故時に想定される放射線にて機能を

損なわない設計とする。放射線について

は，設備の設置場所の適切な区分（原子炉

格納容器内，建屋内，屋外）毎に想定事故

時に到達する最大線量とし，区分毎の放射

線量に対して，20 遮蔽等の効果を考慮し

て，機能を損なわない材料，構造，原理等

を用いる設計とする。 

 

安全施設に対しては，「許可申請書十号」

ロ．において評価した設計基準事故の中

で，原子炉格納容器内の線量が最も高くな

る「原子炉冷却材喪失」を選定し，その最

大放射線量を包絡する線量として，原子炉

格納容器内は 260 kGy/6ヶ月を設定する。

原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋原

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境条件の設定方法が

異なるものであり，記

載の展開は必要なく新

たな論点が生じるもの

ではない。 
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重大事故の発生を想定するグローブボック

スを設置する工程室は，重大事故等時におい

て，グローブボックス給気系及びグローブボ

ックスのパネルの隙間から MOX 粉末が漏えい

することが想定されるが，重大事故等時に気

相中に移行する割合及び経路中にフィルタを

経由することを踏まえると，有意な放射線量

の上昇がないことから，工程室の遮蔽設計の

基準となる線量率を基に 50μGy/h を設定す

る。 

 

放射線による影響に対して機器が機能を損

なわないように，耐圧部にあっては，耐放射

線性が低いと考えられるパッキン・ガスケッ

トも含めた耐圧部を構成する部品の性能が有

意に低下する放射線量に到達しないこと，耐

圧部以外の部分にあっては，電気絶縁や電気

信号の伝送・表示等の機能が阻害される放射

線量に到達しないこととする。 

確認の方法としては，環境放射線を再現し

た試験環境下において機器が機能することを

確認した実証試験等により得られた機器の機

能が維持される積算線量を機器の放射線に対

する耐性値とし，環境放射線条件と比較する

こととする。耐性値に有意な照射速度依存性

がある場合には，実証試験の際の照射速度に

応じて，機器の耐性値を補正することとす

る。 

環境放射線条件との比較のため，機器の耐

性値を機器が照射下にあると評価される期間

で除算して線量率に換算することとする。 

なお，MOX 燃料加工施設の通常時に有意な

放射線環境に置かれる機器にあっては，通常

時の重大事故等以前の状態において受ける放

射線量分を事故等時の線量率に割増すること

子炉棟内）の安全施設に対しては，原則と

して，1.7 kGy/6ヶ月を設定する。 

原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋の

原子炉棟外及びその他の建屋内）の安全施

設に対しては，屋外と同程度の放射線量と

して 1 mGy/h以下を設定する。 

ただし，放射線源の影響を受ける可能性が

あるエリアについては，遮蔽等の効果や放

射線源からの距離等を考慮して放射線量を

設定する。 

屋外の安全施設に対しては，1 mGy/h 以下

を設定する。 

 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備に

対しては，「許可申請書十号」ハ．におい

て評価した重大事故等の中で，原子炉格納

容器内の線量が最も高くなる事象として，

「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失敗＋低

圧炉心冷却失敗（＋全交流動力電源喪

失）」での最大放射線量を包絡する線量と

して，原則として，640 kGy/7日間を設定

する。 

原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋原

子炉棟内）の重大事故等対処設備に対して

は，原則として，1.7 kGy/7日間を設定す

る。 

「格納容器バイパス（インターフェイスシ

ステムＬＯＣＡ）」時に使用する重大事故

等対処設備に対しては，最大放射線量は

1.7 kGy/7日間に包絡される。 

 

「使用済燃料プールにおける重大事故に至

るおそれがある事故」時に使用する重大事

故等対処設備に対しては，使用済燃料プー

ル水位が低下することで生じる燃料からの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「電気絶縁や電気信号

の伝送・表示等の機

能」は，電子部品の機

能の総称として示して

いる。 

「実証試験等」は，実

証試験の他，文献およ

び規格を総称として示

している。 

 

 

 

「割増すること等」と

は，通常時に有意な放

射線環境におかれる機

器の評価の例示として

示している。 
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等により，事故等以前の放射線の影響を評価

することとする。 

 

重大事故等の発生を想定するグローブボッ

クス内の放射線は，重大事故等によって外部

へ放出する放射線量を基に，1Gy/7 日間を設

定する。また，それ以外のグローブボックス

内については，重大事故等によって有意な線

量の上昇はないが，グローブボックス内の放

射線を包含した条件として，重大事故等の発

生を想定するグローブボックス内と同一の放

射線を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接線とその散乱線が想定されるが，当該

影響は小さいため，最大放射線量は 1.7 

kGy/7日間に包絡される。 

原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋の

原子炉棟外及びその他の建屋内）の重大事

故等対処設備に対しては，原則として，屋

外と同程度の放射線量として 3 Gy/7 日間を

設定する。 

ただし，放射線源の影響を受ける可能性が

あるエリアについては，遮蔽等の効果や放

射線源からの距離等を考慮して放射線量を

設定する。 

屋外の重大事故等対処設備に対しては，原

子炉格納容器からの直接線及びスカイシャ

イン線，原子炉格納容器から漏えいした放

射性物質によるクラウドシャイン線及びグ

ランドシャイン線を考慮し，「許可申請書

十号」ハ．において評価した重大事故等の

中で，「大破断ＬＯＣＡ＋高圧炉心冷却失

敗＋低圧炉心冷却失敗（＋全交流動力電源

喪失）」での最大放射線量を包絡する線量

として，3 Gy/7日間を設定する。 

表 2-1-1～表 2-1-6にこれらの放射線量評

価に用いた評価条件等を示す。 

放射線による影響に対して機器が機能を損

なわないように，耐圧部にあっては，耐放

射線性が低いと考えられるパッキン・ガス

ケットも含めた耐圧部を構成する部品の性

能が有意に低下する放射線量に到達しない

こと，耐圧部以外の部分にあっては，電気

絶縁や電気信号の伝送・表示等の機能が阻

害される放射線量に到達しないこととす

る。 
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確認の方法としては，環境放射線を再現し

た試験環境下において機器が機能すること

を確認した実証試験等により得られた機器

等の機能が維持される積算線量を機器の放

射線に対する耐性値とし，環境放射線条件

と比較することとする。耐性値に有意な照

射速度依存性がある場合には，実証試験の

際の照射速度に応じて，機器の耐性値を補

正することとする。 

環境放射線条件との比較のため，機器の耐

性値を機器が照射下にあると評価される期

間で除算して線量率に換算することとす

る。なお，原子炉施設の通常運転中に有意

な放射線環境に置かれる機器にあっては，

通常運転時などの事故等以前の状態におい

て受ける放射線量分を事故等時の線量率に

割増すること等により，事故等以前の放射

線の影響を評価することとする。 

放射線の影響の考慮として，原子炉圧力容

器は中性子照射の影響を受けるため，設計

基準事故時等及び重大事故等時に想定され

る環境において脆性破壊を防止することに

より，その機能を発揮できる設計とする。 

原子炉圧力容器は最低使用温度を 21 ℃に

設定し，関連温度（初期）を-12 ℃以下に

管理することで脆性破壊が生じない設計と

する。原子炉圧力容器の破壊靭性に対する

評価については，添付書類「Ⅴ-1-2-2 原子

炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明

書」に示す。 

放射線に対して中央制御室遮蔽及び緊急時

対策所遮蔽は，想定事故時においても，遮

蔽装置としての機能を損なわない設計とす

る。中央制御室遮蔽及び緊急時対策所遮蔽

の遮蔽設計及び評価については，添付書類
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 65 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 自然現象により発生する荷重の影響 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備については，自然

現象のうち，風(台風)，竜巻，積雪及び火山

の影響による荷重の評価を行い，それぞれの

荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有

効に発揮できる設計とする。 

 

風(台風)による荷重に対して常設重大事故

等対処設備を収納する建屋等及び屋外の常設

重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－

１ 自然現象等への配慮に関する説明書」に

基づき算出する風荷重を考慮し，機械的強度

を有する設計とする。 

ただし，竜巻の最大風速による風荷重を大

きく下回るため，竜巻に対する設計として確

認する。 

 

竜巻による荷重に対して常設重大事故等対

処設備を収納する建屋等及び屋外の常設重大

事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－２ 

竜巻への配慮に関する説明書」に基づき算出

する設計荷重を考慮し，主要構造の構造健全

性を維持するとともに，個々の部材の破損に

より重大事故等に対処するために必要な機能

を損なわない，また，設計飛来物の衝突に対

し，貫通及び裏面剥離の発生により重大事故

等に対処するために必要な機能を損なわない

設計とする。 

 竜巻による影響を考慮する常設重大事故等

対処設備の選定，要求機能及び性能目標につ

いては，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事

故等対処設備の設計方針」に示し，竜巻によ

る荷重に対する構造健全性評価，設計飛来物

「Ⅴ-4-2 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及

び熱除去についての計算書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻に対する対象の選

定，要求機能，性能目

標は「Ⅴ－1－１－４

－２－１ 重大事故等

対処設備の設計方針」

（重事 00-02別紙４－

２）に示す。評価方針

及び評価結果は「Ⅴ－

１－１－１－２－４ 

竜巻への配慮が必要な

施設等の強度計算の方

針」（外竜巻 00-02 別

紙４－４）に示す。 

 

 

2.3 環境条件等 

e. 荷重 

 

安全施設及び常設重大事故等対処設備に

ついては，自然現象（地震，津波（敷地

に遡上する津波を含む。），風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響）によ

る荷重の評価を行い，それぞれの荷重及

びこれらの荷重の組合せにも機能を有効

に発揮できる設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備については，

自然現象（地震，津波（敷地に遡上する

津波を含む。），風（台風），竜巻，積

雪及び火山の影響）によって機能を損な

うことのない設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，地震荷重

及び地震を含む荷重の組合せが作用する

場合においては，その機能を有効に発揮

するために，横滑りを含めて地震による

荷重を考慮して機能を損なわない設計に

するとともに，地震後においても機能及

び性能を保持する設計とする。 

 

屋内の重大事故等対処設備については，

風（台風）及び竜巻による風荷重に対し

外部からの衝撃による損傷の防止が図ら

れた建屋等内に設置又は保管すること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の衝突に対する貫通，裏面剥離に係る評価に

係る評価方針については，「Ⅴ－１－１－１

－２－４－１ 竜巻への配慮が必要な施設等

の強度計算の方針」に基づくものとし，評価

条件及び評価結果を「Ⅴ－１－１－１－２－

４－２ 竜巻への配慮が必要な施設等の強度

計算書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

積雪荷重に対して常設重大事故等対処設備

を収納する建屋等及び屋外の常設重大事故等

対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現

象等への配慮に関する説明書」に基づき算出

する荷重を考慮し，機械的強度を有する設計

とする。積雪に対する設計は，構造物への静

的負荷として降下火砕物の堆積荷重の影響を

考慮する火山の影響に対する設計として確認

する。 

 

降下火砕物による荷重に対して常設重大事

故等対処設備を収納する建屋等及び屋外の常

設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１

－４ 火山への配慮に関する説明書」に基づ

き算出する荷重を考慮し，構造健全性を維持

する設計とする。 

 

降下火砕物による影響を考慮する常設重大

事故等対処設備の選定，要求機能及び性能目

標については，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 

重大事故等対処設備の設計方針」に示し，降

下火砕物による荷重に対する構造健全性評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は荷重に対する設

計方針を「Ｖ－１－１

－４―２ 重大事故等

対処設備が使用される

条件の下における健全

性に関する説明書」で

記載した上で，評価方

針，評価条件及び評価

結果を「Ⅴ-1-1-1 自

然現象等による損傷の

防止に関する説明書」

等に展開するため記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

火山に対する対象の選

定，要求機能，性能目

標は「Ⅴ－1－１－４

－２－１ 重大事故等

対処設備の設計方針」

（重事 00-02別紙４－

２）に示す。評価方針

及び評価結果は「Ⅴ－

１－１－１－４－４ 

火山への配慮が必要な

施設等の強度計算の方

針」（外火山 00-02 別

紙４－４）に示す。 

 

2.3 環境条件等 

e. 荷重 

屋外の重大事故等対処設備について

は，地震以外の荷重及び地震以外の荷

重の組合せが作用する場合において

は，風（台風）及び竜巻による風荷重

の影響に対し，風荷重を考慮するこ

と，又は位置的分散を考慮した設置若

しくは保管により機能が損なわない設

計とする。 

悪影響防止のための固縛については，

位置的分散とあいまって，浮き上がり

荷重及び横滑り荷重による荷重が作用

する場合においても設計基準事故対処

設備や同じ機能を有する他の重大事故

等対処設備に衝突し，損傷させること

のない設計とする。 

また，積雪及び火山の影響を考慮し

て，必要により除雪及び除灰等の措置

を講じる。 

組み合わせる荷重の考え方について

は，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉

施設の自然現象等による損傷の防止に

関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-

1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基

本方針」に示す。 

安全施設及び常設重大事故等対処設備

の地震荷重及び地震を含む荷重の組合

せに対する設計については，添付書類

「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」のうち

添付書類「Ⅴ-2-1 耐震設計の基本方

針」に基づき実施する。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 67 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に係る評価方針については，「Ⅴ－１－１－

１－４－４－１ 火山への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に基づくものとし，評価

条件及び評価結果を「Ⅴ－１－１－１－４－

４－２ 火山への配慮が必要な施設の強度計

算書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備については，自

然現象のうち，風(台風)，竜巻，積雪及び火

山の影響による荷重の評価を行い，それぞれ

の荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を

有効に発揮できる設計とする。 

 

風(台風)による荷重に対して可搬型重大事

故等対処設備を保管する建屋等は，「Ｖ－１

－１－１－１ 自然現象等への配慮に関する

説明書」に基づき算出する風荷重を考慮し，

機械的強度を有する設計とする。 

風(台風)による荷重に対して屋外の可搬型

重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－

１ 自然現象等への配慮に関する説明書」に

基づき算出する風荷重を考慮し，必要により

当該設備又は当該設備を収納するものに対し

て転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する

設計とする。 

固縛する屋外の可搬型重大事故等対処設備

のうち，地震時の移動を考慮して地震後の機

能を維持する設備は，余長を有する固縛で拘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は荷重に対する設

計方針を「Ｖ－１－１

－４－２重大事故等対

処設備が使用される条

件の下における健全性

に関する説明書」で記

載した上で，評価方

針，評価条件及び評価

結果を「Ⅴ-1-1-1 自

然現象等による損傷の

防止に関する説明書」

等に展開するため記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 環境条件等 

e. 荷重 

また，地震以外の荷重及び地震以外の荷

重の組合せに対する設計については，添

付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の

自然現象等による損傷の防止に関する説

明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 

発電用原子炉施設に対する自然現象等に

よる損傷の防止に関する基本方針」に基

づき実施する。 

地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに

対する設計を含めた自然現象，外部人為

事象，溢水及び火災に対する可搬型重大

事故等対処設備の機能保持に係る設計に

ついては，別添 2「可搬型重大事故等対

処設備の設計方針」に基づき実施する。

また，屋外の重大事故等対処設備の地震

以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せ

に対する設計については，添付書類「Ⅴ

-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等

による損傷の防止に関する説明書」のう

ち添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子

炉施設に対する自然現象等による損傷の

防止に関する基本方針」に基づき実施す

る。 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

束することにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。ただし，

竜巻の最大風速による風荷重を大きく下回る

ため，竜巻に対する設計として確認する。 

 

竜巻による荷重に対して可搬型重大事故等

対処設備を収納する建屋等は，「Ⅴ－１－１

－１－２ 竜巻への配慮に関する説明書」に

基づき算出する設計荷重を考慮し，主要構造

の構造健全性を維持するとともに，個々の部

材の破損により重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわない，また，設計飛来物

の衝突に対し，貫通及び裏面剥離の発生によ

り重大事故等に対処するために必要な機能を

損なわない設計とする。 

 竜巻による荷重に対して屋外の可搬型重大

事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－１－２ 

竜巻への配慮に関する説明書」に基づき算出

する風荷重を考慮し，必要により当該設備又

は当該設備を収納するものに対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計とす

る。 

竜巻による影響を考慮する可搬型重大事故

等対処設備の選定，要求機能及び性能目標に

ついては，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大

事故等対処設備の設計方針」に示し，竜巻に

よる荷重に対する構造健全性評価，設計飛来

物の衝突に対する貫通，裏面剥離に係る評価

に係る評価方針及び屋外の可搬型重大事故等

対処設備の固縛等に係る評価方針について

は，「Ⅴ－１－１－１－２－４－１－１ 竜

巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

及び「Ⅴ－１－１－１－２－４－１－２ 屋

外の重大事故等対処設備の固縛に関する強度

方針」に基づくものとし，評価条件及び評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は荷重に対する設

計方針を「Ｖ－１－１

－４－２ 重大事故等

対処設備が使用される

条件の下における健全

性に関する説明書」で

記載した上で，評価方

針，評価条件及び評価

結果を「Ⅴ-1-1-1 自

然現象等による損傷の

防止に関する説明書」

等に展開するため記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

竜巻に対する対象の選

定，要求機能，性能目

標は「Ⅴ－1－１－４

－２－１ 重大事故等

対処設備の設計方針」

（重事 00-02別紙４－

２）に示す。評価方針

及び評価結果は「Ⅴ－

１－１－１－２－４ 

竜巻への配慮が必要な

施設等の強度計算の方

針」（外竜巻 00-02 別

紙４－４）に示す。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 69 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果を「Ⅴ－１－１－１－２－４－２－１ 

竜巻への配慮が必要な施設の強度計算書」及

び「Ⅴ－１－１－１－２－４－２－２ 屋外

の重大事故等対処設備の固縛に関する強度計

算書」に示す。 

 

 

 

 

積雪荷重に対して可搬型重大事故等対処設

備を収納する建屋等は，「Ⅴ－１－１－１－

１ 自然現象等への配慮に関する説明書」に

基づき算出する荷重を考慮し，機械的強度を

有する設計とする。積雪に対する設計は，構

造物への静的負荷として降下火砕物の堆積荷

重の影響を考慮する火山の影響に対する設計

として確認する。 

 

積雪荷重に対して屋外の可搬型重大事故等

対処設備は，除雪により重大事故等ヘの対処

に必要な機能を損なわない設計とする。除雪

については保安規定に定めて，管理する。 

 

降下火砕物による荷重に対して可搬型重大

事故等対処設備を収納する建屋等は，「Ⅴ－

１－１－１－４ 火山への配慮に関する説明

書」に基づき算出する荷重を考慮し，構造健

全性を維持する設計とする。 

 

降下火砕物による荷重に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，除灰及び屋内への

配備により重大事故等ヘの対処に必要な機能

を損なわない設計とする。除灰及び屋内への

配備については保安規定に定めて，管理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は荷重に対する設

計方針を「Ｖ－１－１

－４－２ 重大事故等

対処設備が使用される

条件の下における健全

性に関する説明書」で

記載した上で，評価方

針，評価条件及び評価

結果を「Ⅴ-1-1-1 自

然現象等による損傷の

防止に関する説明書」

等に展開するため記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

火山に対する対象の選

定，要求機能，性能目

標は「Ⅴ－1－１－４

－２－１ 重大事故等

対処設備の設計方針」

（重事 00-02別紙４－

２）に示す。評価方針

及び評価結果は「Ⅴ－

１－１－１－４－４ 

火山への配慮が必要な

施設等の強度計算の方

針」（外火山 00-02 別

紙４－４）に示す。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 70 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

降下火砕物による影響を考慮する可搬型重

大事故等対処設備の選定，要求機能及び性能

目標については，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 

重大事故等対処設備の設計方針」に示し，降

下火砕物による荷重に対する構造健全性評価

に係る評価方針については，「Ⅴ－１－１－

１－４－４－１ 火山への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」に基づくものとし，評価

条件及び評価結果を「Ⅴ－１－１－１－４－

４－２ 火山への配慮が必要な施設の強度計

算書」に示す。 

 

 

 

 

 

c. 荷重の組み合わせ 

自然現象の組み合わせについては，「Ｖ－

１－１－１ 自然現象等による損傷の防止に

関する説明書」に示す考え方に基づいて，地

震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響の

それぞれに対し，以下の組み合わせを考慮す

る。 

(a) 地震と風(台風) 

(b) 地震と積雪 

(c) 風(台風)と積雪 

(d) 風(台風)と火山の影響 

(e) 竜巻と積雪 

(f) 積雪と火山の影響 

「(a) 地震と風(台風)」及び「(b) 地震

と積雪」の荷重の組み合わせの考え方につい

ては，「Ⅲ－１ 耐震性に関する基本方針」

に示す。 

また，評価条件及び評価結果を「Ⅲ－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は荷重に対する設

計方針を「Ｖ－１－１

－４－２ 重大事故等

対処設備が使用される

条件の下における健全

性に関する説明書」で

記載した上で，評価方

針，評価条件及び評価

結果を「Ⅴ-1-1-1 自

然現象等による損傷の

防止に関する説明書」

等に展開するため記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

重大事故等対処設備の

荷重に対する評価条件

については「Ⅴ－1－

１－４－２－１ 重大

事故等対処設備の設計

方針」（重事 00-02 別

紙４－２）に示す。評

価結果は「Ⅴ－１－１

－１－２－４ 竜巻へ

の配慮が必要な施設等

の強度計算の方針」

（外竜巻 00-02 別紙４

－４）に示す。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 71 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震性に関する計算書」に示す。 

「(c) 風(台風)と積雪」の荷重の組み合

わせの考え方については，「Ｖ－１－１－１

－１ 自然現象等への配慮に関する説明書」

に示す。 

ただし，風(台風)と積雪の重ね合わせは，

竜巻と積雪の重ね合わせに包絡されるため，

竜巻と積雪の重ね合わせに関する評価条件及

び評価結果を「Ⅴ－１－１－１－２－４－２ 

竜巻への配慮が必要な施設等の強度計算書」

に示す。 

 

 

 

「(d) 風(台風)と火山の影響」及び「(f) 

積雪と火山の影響」の荷重の組み合わせの考

え方については，「Ｖ－１－１－１－４ 火

山への配慮に関する説明書」に示す。また，

評価条件及び評価結果を「Ｖ－１－１－１－

４－４－２ 火山への配慮が必要な施設の強

度計算書」に示す。 

「(e) 竜巻と積雪」の荷重の組み合わせ

の考え方については，「Ｖ－１－１－１－２ 

竜巻への配慮に関する説明書」に示す。 

また，評価条件及び評価結果を「Ⅴ－１－

１－１－２－４－２ 竜巻への配慮が必要な

施設等の強度計算書」に示す。 

 

 

 

 

d. 重大事故等時に生ずる荷重の組み合わせ 

重大事故等対処設備は，重大事故等時に生

ずる荷重及び自然現象(地震，風(台風)，竜

巻，積雪，火山の影響)による荷重の組み合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は荷重に対する設

計方針を「Ｖ－１－１

－４－２ 重大事故等

対処設備が使用される

条件の下における健全

性に関する説明書」で

記載した上で，評価方

針，評価条件及び評価

結果を「Ⅴ-1-1-1 自

然現象等による損傷の

防止に関する説明書」

等に展開するため記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い。 
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 72 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わせを考慮したとしても，重大事故等対処設

備の重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

具体的には，屋内の重大事故等対処設備

は，重大事故等時に生ずる荷重と自然現象

(地震)による荷重の組み合わせを考慮し，重

大事故等対処設備の重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

なお，重大事故等時に生ずる荷重と自然現

象(風(台風)，竜巻，積雪，火山の影響)によ

る荷重の組み合わせについては，自然現象

(風(台風)，竜巻，積雪，火山の影響)による

荷重の影響が建屋内に及ばないこと，重大事

故等時に生ずる荷重が建屋外に及ばないこと

から，重大事故等に生ずる荷重と自然現象

(風(台風)，竜巻，積雪，火山の影響)による

荷重が重なることはない。 

 

さらに，屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，重大事故等時において，万が一，使用中

に機能を喪失した場合であっても，可搬型重

大事故等対処設備によるバックアップが可能

となるように位置的分散を考慮して可搬型重

大事故等対処設備を複数保管する設計とする

ことにより，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

(4) 重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大事

故等が発生した場合においても操作及び復旧

作業に支障がないように，線量率の高くなる

おそれの少ない場所の選定，当該設備の設置

場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置
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MOX燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 73 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大事

故等が発生した場合においても操作及び復旧

作業に支障がないように，線量率の高くなる

おそれの少ない場所の選定，当該設備の設置

場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置

場所で操作可能な設計，放射線の影響を受け

ない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔

で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊

急時対策所及び再処理施設の中央制御室で操

作可能な設計とする。 

 

 

 

(3)  可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合においても設置及び

常設設備との接続に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない設置場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設計，

遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施

設の中央制御室で操作可能な設計により，当

該設備の設置及び常設設備との接続が可能な

設計とする。 

 

 

場所で操作可能な設計，放射線の影響を受け

ない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔

で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊

急時対策所及び再処理施設の中央制御室で操

作可能な設計とする。 

 

 

 

(5) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等が発生した場合においても設置及

び常設設備との接続に支障がないように，線

量率の高くなるおそれの少ない設置場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設計，

遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施

設の中央制御室で操作可能な設計により，当

該設備の設置及び常設設備との接続が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 環境条件等 

(6) 設置場所における放射線の影響 

・安全施設及び重大事故等対処設備の設

置場所は，事故等時においても操作及び

復旧作業に支障がないように，遮蔽の設

置や線源からの離隔距離により放射線量

が高くなるおそれの少ない場所を選定し

た上で，設置場所から操作可能，放射線

の影響を受けない異なる区画若しくは離

れた場所から遠隔で操作可能，又は中央

制御室遮蔽区域内である中央制御室から

操作可能な設計とする。 

 

・可搬型重大事故等対処設備の設置場所

は，重大事故等時においても設置及び常

設設備との接続に支障がないように，遮

蔽の設置や線源からの離隔距離により放

射線量が高くなるおそれの少ない場所を

選定することにより，当該設備の設置，

及び常設重大事故等対処設備との接続が

可能な設計とする。 

 

設備の操作場所は，「(1)c. 放射線によ

る影響」にて設定した事故時の線源，線

源からの距離，遮蔽効果，操作場所での

操作時間（移動時間を含む。）を考慮

し，選定する。 

 

遮蔽のうち一時的に設置する遮蔽を除く

生体遮蔽装置の遮蔽設計及び評価につい

ては，添付書類「Ⅴ-4-2 生体遮蔽装置

の放射線の遮蔽及び熱除去についての計

算書」に示す。 

中央制御室における放射線の影響とし

て，居住性を確保する設計については，

2.3 環境条件等 

(6) 設置場所における放射線の影響 

・可搬型重大事故等対処設備の設置場所

は，重大事故等時においても設置及び常

設設備との接続に支障がないように，遮

蔽の設置や線源からの離隔距離により放

射線量が高くなるおそれの少ない場所を

選定することにより，当該設備の設置，

及び常設重大事故等対処設備との接続が

可能な設計とする。 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 環境条件等 

(6) 設置場所における放射線の影響 

設備の操作場所は，「(1)c. 放射線によ

る影響」にて設定した事故時の線源，線

源からの距離，遮蔽効果，操作場所での

操作時間（移動時間を含む。）を考慮

し，選定する。 

 

遮蔽のうち一時的に設置する遮蔽を除く

生体遮蔽装置の遮蔽設計及び評価につい

ては，添付書類「Ⅴ-4-2 生体遮蔽装置の

放射線の遮蔽及び熱除去についての計算

書」に示す。 

中央制御室における放射線の影響とし

て，居住性を確保する設計については，

添付書類「Ⅴ-1-7-3 中央制御室の居住性

に関する説明書」 

に示す。緊急時対策所における放射線の

影響として，居住性を確保する設計につ

いては，添付書類「Ⅴ-1-9-3-2 緊急時対

策所の居住性に関する説明書」に示す。 

223
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 海水を通水する系統への影響 

・常時海水を通水する，海に設置する又は

海で使用する安全施設及び重大事故等対処

設備は，耐腐食性材料を使用する。常時海

水を通水する機器については，耐腐食性向

上として炭素鋼内面にライニング又は塗装

を行う設計とする。ただし，安全施設及び

重大事故等対処設備のうち，常時海水を通

水するコンクリート構造物については，腐

食を考慮した設計とする。 

・原則，淡水を通水するが，海水も通水す

る可能性のある重大事故等対処設備は，可

能な限り淡水を優先し海水通水を短期間と

することで，海水の影響を考慮した設計と

する。 

また，海から直接取水する際の異物の流入

防止を考慮した設計とする。 

 

(4) 周辺機器等からの悪影響 

・安全施設は，地震，火災，溢水及びその

他の自然現象並びに人為事象による他設備

からの悪影響により，発電用原子炉施設と

しての安全機能が損なわれないよう措置を

講じた設計とする。 

・重大事故等対処設備は，事故対応のため

に設置・配備している自主対策設備や風

（台風）及び竜巻等を考慮して当該設備に

対し必要により講じた落下防止，転倒防

止，固縛などの措置を含む周辺機器等から

の悪影響により，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を失うおそれがない設計と

する。 

・重大事故等対処設備が受ける周辺機器等

 

 

 

 

対象がないため比較な

し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺機器等からの影響

について，MOX 燃料加

工施設では地震，火

災，溢水による波及影

響を考慮しており，波

及影響に対する設計方

針は,「3. 共通要因

故障等」及び「4. 環

境条件等」で記載して

いるため，新たな論点

が生じるものではな

い。 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

からの悪影響としては，自然現象，外部人

為事象，火災及び溢水による波及的影響を

考慮する。屋外の重大事故等対処設備は，

地震以外の自然現象及び外部人為事象によ

る波及的影響に起因する周辺機器等からの

悪影響により，重大事故等に対処するため

の必要な機能を損なわないように，常設重

大事故等対処設備は，設計基準事故対処設

備等と位置的分散を図り設置し，可搬型重

大事故等対処設備は，設計基準事故対処設

備等の配置も含めて常設重大事故等対処設

備と位置的分散を図るとともに，その機能

に応じて，全てを一つの保管場所に保管す

ることなく，一部は離れた位置の保管場所

に分散配置する。 

 

また，重大事故等対処設備及び資機材等

は，竜巻による風荷重が作用する場合にお

いても，設計基準事故及び重大事故等に対

処するための必要な機能に悪影響を及ぼさ

ないように，浮き上がり又は横滑りにより

飛散しない設計とするか，設計基準事故対

処設備等及び当該保管エリア以外の重大事

故等対処設備に衝突し，損傷させない位置

に保管する設計とする。位置的分散につい

ては，「2.1 多重性又は多様性及び独立性

並びに位置的分散」に示す。 

 

・地震の波及的影響によりその機能を喪失

しないように，常設重大事故等対処設備

は，地震については技術基準規則第 50条

「地震による損傷の防止」に基づく設計と

し，津波（敷地に遡上する津波を含む。）

については漂流物対策等を実施する設計と

する。可搬型重大事故等対処設備は，地震

 

 

周辺機器等からの影響

について，MOX 燃料加

工施設では地震，火

災，溢水による波及影

響を考慮しており，波

及影響に対する設計方

針は,「3. 共通要因

故障等」及び「4. 環

境条件等」で記載して

いるため，新たな論点

が生じるものではな

い。 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

の波及的影響により，重大事故等に対処す

るための必要な機能を損なわないように，

設計基準事故対処設備の配置も含めて常設

重大事故等対処設備と位置的分散を図り，

その機能に応じて，全てを一つの保管場所

に保管することなく，複数の保管場所に分

散配置する。位置的分散については，「2.1 

多重性又は多様性及び独立性並びに位置的

分散」に示す。また，屋内の可搬型重大事

故等対処設備は，油内包機器による地震随

伴火災の有無や，水又は蒸気内包機器によ

る地震随伴溢水の影響を考慮して保管する

とともに，屋外の可搬型重大事故等対処設

備は，地震により生じる敷地下斜面のすべ

り，液状化及び揺すり込みによる不等沈

下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不

足，地中埋設構造物の崩壊等を受けない位

置に保管する。 

 

・重大事故等対処設備は，地震により他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とし，ま

た，地震による火災源又は溢水源とならな

い設計とする。常設重大事故等対処設備に

ついては技術基準規則第 50条「地震による

損傷の防止」に基づく設計とする。可搬型

重大事故等対処設備については，横滑りを

含めて地震による荷重を考慮して機能を損

なわない設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。また，

可搬型重大事故等対処設備は，設置場所で

アウトリガの設置，車輪止め等による固定

又は固縛が可能な設計とする。 

・火災の波及的影響によりその機能を喪失

しないように，常設重大事故等対処設備

は，技術基準規則第 52条「火災による損傷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の設備への悪影響に

ついては，「3. 共通要

因故障等」に記載して

いるため，新たな論点

が生じるものではな

い。 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

の防止」に基づく設計とする。可搬型重大

事故等対処設備は，火災防護対策を火災防

護計画に策定する。 

 

・重大事故等対処設備は，地震起因以外の

火災により他の設備に悪影響を及ぼさない

よう，火災発生防止，感知，消火による火

災防護を行う。常設重大事故等対処設備

は，技術基準規則第 52条「火災による損傷

の防止」に基づく設計とする。可搬型重大

事故等対処設備は，火災防護対策を火災防

護計画に策定する。 

 

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失

しないように，重大事故等対処設備は，想

定される溢水により機能を損なわないよう

に，重大事故等対処設備の設置区画の止水

対策等を実施する。 

 

・重大事故等対処設備は，地震起因以外の

溢水により他の設備に悪影響を及ぼさない

よう，想定する重大事故等対処設備の破損

等により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

波及的影響及び悪影響防止を含めた地震，

火災，溢水以外の自然現象及び人為事象に

対する安全施設及び重大事故等対処設備の

設計については，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電

用原子炉施設の自然現象等による損傷の防

止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-

1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現

象等による損傷の防止に関する基本方針」

に基づき実施する。 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

波及的影響及び悪影響防止を含めた安全施

設及び常設重大事故等対処設備の耐震設計

については，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関す

る説明書」に基づき実施する。 

波及的影響及び悪影響防止を含めた可搬型

重大事故等対処設備の保管場所における考

慮については，別添 1「可搬型重大事故等

対処設備の保管場所及びアクセスルート」

に示す。 

波及的影響及び悪影響防止を含めた発電用

原子炉施設で火災が発生する場合を考慮し

た安全施設及び常設重大事故等対処設備の

火災防護設計については，添付書類「Ⅴ-1-

1-7 発電用原子炉施設の火災防護に関する

説明書」の「2. 火災防護の基本方針」に基

づき実施する。 

波及的影響及び悪影響防止を含めた可搬型

重大事故等対処設備の火災防護計画につい

ては，添付書類「Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施

設の火災防護に関する説明書」の「8. 火災

防護計画」に基づき策定する。 

波及的影響及び悪影響防止を含めた発電用

原子炉施設内で発生が想定される溢水の影

響評価を踏まえた安全施設及び重大事故等

対処設備の溢水防護設計については，添付

書類「Ⅴ-1-1-8 発電用原子炉施設の溢水

防護に関する説明書」のうち添付書類

「Ⅴ-1-1-8-1 溢水等による損傷防止の基

本方針」に基づき実施する。 

 

(5) 冷却材の性状（冷却材中の破損物等の

異物を含む。）の影響 

・安全施設は，日本機械学会「配管内円柱

状構造物の流力振動評価指針」（ＪＳＭＥ 

Ｓ０１２－1998）による規定に基づく評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象がないため比較な

し。 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

を行い，配管内円柱状構造物が流体振動に

より破損物として冷却材に流入しない設計

とする。 

・安全施設は，水質管理基準を定めて水質

を管理することにより異物の発生を防止す

る設計とする。 

・安全施設及び重大事故等対処設備は，系

統外部から異物が流入する可能性のある系

統に対しては，ストレーナ等を設置するこ

とにより，その機能を有効に発揮できる設

計とする。 

・安全施設及び重大事故等対処設備は，原

子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内の圧

力及び温度並びに冷却材中の異物の影響に

より想定される最も小さい有効吸込水頭に

おいて，その機能を有効に発揮できる設計

とする。 

配管内円柱状構造物の流力振動評価につい

ては，添付書類「Ⅴ-1-4-2 流体振動又は温

度変動による損傷の防止に関する説明書」

に示す。 

想定される最も小さい有効吸込水頭におい

て，ポンプが正常に機能することについて

は，添付書類「Ⅴ-1-4-3 非常用炉心冷却

設備その他原子炉注水設備のポンプの有効

吸込水頭に関する説明書」及び添付書類

「Ⅴ-1-8-4 圧力低減設備その他安全設備

のポンプの有効吸込水頭に関する説明書」

に示す。 

 

 

229



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 81 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

8.2.5 操作性及び試験・検査性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 操作性及び試験・検査性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 操作性及び試験・検査性 

（設計基準対象施設の記載は「１.安全機

能を有する施設」にて比較するため記載省

略） 

 

安全施設は，誤操作を防止するとともに容

易に操作ができる設計とし，重大事故等対

処設備は，確実に操作できる設計とする。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

は，健全性及び能力を確認するため，発電

用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所

の保守点検（試験及び検査を含む。）を実

施できるよう，機能・性能の確認，漏えい

の有無の確認，分解点検等ができる構造と

し，構造・強度の確認又は内部構成部品の

確認が必要な設備は，原則として分解・開

放（非破壊検査を含む。）が可能な設計と

する。 

なお，機能・性能確認，各部の経年劣化対

策及び日常点検を考慮することにより，分

解・開放が不要なものについては外観の確

認が可能な設計とする。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

は，使用前検査，施設定期検査，定期安全

管理検査及び溶接安全管理検査の法定検査

に加え，保全プログラムに基づく点検が実

施できる設計とする。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

は，原則として，系統試験及び漏えいの有

無の確認が可能な設計とする。系統試験に

ついては，テストライン等の設備を設置又

は必要に応じて準備することで試験可能な

設計とする。 

 

 
 
 
発電炉との構成の違い

であり，具体的な内容

を次ページから記載し

ている。 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，悪影響防止の観点から他と区分する

必要があるもの又は単体で機能・性能を確

認するものは，他の系統と独立して機能・

性能確認（特性確認を含む。）が可能な設

計とする。 

以下に操作性及び試験・検査性に対する設

計上の考慮を説明する。 

 

(1) 操作性 

安全施設及び重大事故等対処設備は，操作

性を考慮して以下の設計とする。 

・安全施設は，プラントの安全上重要な機

能を損なうおそれがある機器・弁等に対し

て，色分けや銘板取り付け等の識別管理や

人間工学的な操作性も考慮した監視操作エ

リア・設備の配置，中央監視操作の盤面配

置，理解しやすい表示方法により発電用原

子炉施設の状態が正確，かつ迅速に把握で

きる設計とするとともに施錠管理を行い，

運転員の誤操作を防止する設計とする。ま

た，保守点検において誤りが生じにくいよ

う留意した設計とする。中央制御室制御盤

は，盤面器具（指示計，記録計，操作器

具，表示装置，警報表示）を系統毎にグル

ープ化して中央制御室操作盤に集約し，操

作器具の統一化（色，形状，大きさ等の視

覚的要素での識別），操作器具の操作方法

に統一性を持たせること等により，通常運

転，運転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故時において運転員の誤操作を防止する

とともに容易に操作ができる設計とする。 

・当該操作が必要となる理由となった事象

が有意な可能性をもって同時にもたらされ

る環境条件及び発電用原子炉施設で有意な

可能性をもって同時にもたらされる環境条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 83 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 操作性の確保 

重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓

練・教育により，想定される重大事故等が発

生した場合においても，確実に操作でき，事

業変更許可申請書「六 加工施設において核

燃料物質が臨界状態になることその他の事故

が発生した場合における当該事故に対処する

ために必要な施設及び体制の整備に関する事

項」ロで考慮した要員数と想定時間内で，ア

クセスルートの確保を含め重大事故等に対処

できる設計とする。これらの運用に係る体制，

管理等については，保安規定に定めて，管理

する。 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重大事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 操作性の確保 

重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓

練・教育により，想定される重大事故等が発生

した場合においても，確実に操作でき，事業変

更許可申請書「六 加工施設において核燃料

物質が臨界状態になることその他の事故が発

生した場合における当該事故に対処するため

に必要な施設及び体制の整備に関する事項」

ロで考慮した要員数と想定時間内で，アクセ

スルートの確保を含め重大事故等に対処でき

る設計とする。これらの運用に係る体制，管理

等については，保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重大事

件（地震，内部火災，内部溢水，外部電源

喪失並びに燃焼ガスやばい煙，有毒ガス，

降下火砕物及び凍結による操作雰囲気の悪

化）を想定しても，運転員が運転時の異常

な過渡変化及び設計基準事故に対応するた

めの設備を中央制御室において操作に必要

な照明の確保等により容易に操作すること

ができる設計とするとともに，現場操作に

ついても運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故時に操作が必要な箇所は環境条件

を想定し，適切な対応を行うことにより容

易に操作することができる設計とする。 

 

 

・重大事故等対処設備は，手順書の整備，

訓練・教育により，重大事故等時において

も，操作環境，操作準備及び操作内容を考

慮して確実に操作でき，「許可申請書十

号」ハ．で考慮した要員数と想定時間内

で，アクセスルートの確保を含め重大事故

等に対処できる設計とする。これらの運用

に係る体制，管理等については，保安規定

に定めて管理する。 

 

 

 

以下 a.から f.に安全施設及び重大事故等対

処設備の操作性に係る考慮事項を説明す

る。 

なお，中央制御室で操作を行う安全施設の

操作性については，添付書類「Ⅴ-1-5-5 中

央制御室の機能に関する説明書」に示す。 

 

a. 操作環境 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 84 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

故等が発生した場合においても操作を確実な

ものとするため，重大事故等における条件を

考慮し，操作する場所において操作が可能な

設計とする。 

 

 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空

間を確保するとともに，確実な操作ができる

よう，必要に応じて操作足場を設置する。 

また，防護具，可搬型照明は重大事故等時

に迅速に使用できる場所に配備することを保

安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

現場操作において工具を必要とする場合

は，一般的に用いられる工具又は専用の工具

を用いて，確実に作業ができる設計とする。 

工具は，作業場所の近傍又はアクセスルート

の近傍に保管できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確

実に行えるよう，人力又は車両等による運搬，

移動ができるとともに，必要により設置場所

にてアウトリガの張出し又は輪留めによる固

定等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

現場の操作スイッチは，非常時対策組織要

員の操作性を考慮した設計とする。 

また，電源操作が必要な設備は，感電防止

のため露出した充電部への近接防止を考慮し

た設計とする。 

故等が発生した場合においても操作を確実な

ものとするため，重大事故等における条件を

考慮し，操作する場所において操作が可能な

設計とする。 

 

 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空

間を確保するとともに，確実な操作ができる

よう，必要に応じて操作足場を設置する。 

また，防護具，可搬型照明は重大事故等時に

迅速に使用できる場所に配備することを保安

規定に定めて，管理する。 

 

 

 

現場操作において工具を必要とする場合

は，一般的に用いられる工具又は専用の工具

を用いて，確実に作業ができる設計とする。 

工具は，作業場所の近傍又はアクセスルート

の近傍に保管できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確

実に行えるよう，人力又は車両等による運搬，

移動ができるとともに，必要により設置場所

にてアウトリガの張出し又は輪留めによる固

定等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

現場の操作スイッチは，非常時対策組織要

員の操作性を考慮した設計とする。 

また，電源操作が必要な設備は，感電防止の

ため露出した充電部への近接防止を考慮した

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・重大事故等対処設備は，十分な操作空間

を確保するとともに，確実な操作ができる

よう，必要に応じて操作足場を設置する。 

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に

迅速に使用できる場所に配備する。 

操作環境における被ばく影響については，

「2.3 環境条件等」に示す。 

 

b. 操作準備 

・重大事故等対処設備は，現場操作におい

て工具を必要とする場合は，一般的に用い

られる工具又は専用の工具を用いて，確実

に作業ができる設計とする。 

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスル

ートの近傍に保管できる設計とする。 

 

・可搬型重大事故等対処設備の運搬，設置

が確実に行えるように，人力又は車両等に

よる運搬，移動ができるとともに，設置場

所にてアウトリガの張り出し又は輪留めに

よる固定等が可能な設計とする。 

 

 

c. 操作内容 

・現場のスイッチは，運転員等の操作性及

び人間工学的観点を考慮した設計とする。 

・重大事故等発生時に電源操作が必要な設

備は，感電防止のため充電露出部への近接

防止を考慮した設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 85 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

現場において人力で操作を行う弁等は，手

動操作が可能な設計とする。 

 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，

フランジ接続又はより簡便な接続方式等，接

続方式を統一することにより，速やかに，容

易かつ確実に接続が可能な設計とする。 

 

現場操作における誤操作防止のために重大

事故等対処設備には識別表示を設置する設計

とする。 

 

また，重大事故等に対処するために迅速な

操作を必要とする機器は，必要な時間内に操

作できるように中央監視室での操作が可能な

設計とする。制御盤の操作器具は非常時対策

組織要員の操作性を考慮した設計とする。 

 

 

想定される重大事故等において操作する重

大事故等対処設備のうち動的機器は，その作

動状態の確認が可能な設計とする。 

 

ｂ．系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途(安

全機能を有する施設としての用途等）以外の

用途として重大事故等に対処するために使用

する設備は，通常時に使用する系統から速や

かに切替操作が可能なように，系統に必要な

弁等を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

現場において人力で操作を行う弁等は，手

動操作が可能な設計とする。 

 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フ

ランジ接続又はより簡便な接続方式等，接続

方式を統一することにより，速やかに，容易か

つ確実に接続が可能な設計とする。 

 

現場操作における誤操作防止のために重大

事故等対処設備には識別表示を設置する設計

とする。 

 

また，重大事故等に対処するために迅速な

操作を必要とする機器は，必要な時間内に操

作できるように中央監視室での操作が可能な

設計とする。制御盤の操作器具は非常時対策

組織要員の操作性を考慮した設計とする。 

 

 

想定される重大事故等において操作する重

大事故等対処設備のうち動的機器は，その作

動状態の確認が可能な設計とする。 

 

ｂ．系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途（安

全機能を有する施設としての用途等）以外の

用途として重大事故等に対処するために使用

する設備は，通常時に使用する系統から速や

かに切替操作が可能なように，系統に必要な

弁等を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

・重大事故等発生時に現場で操作を行う弁

は，手動操作又は専用工具による操作が可

能な設計とする。 

・重大事故等発生時の現場での接続操作

は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又は

簡便な接続規格等，接続規格を統一するこ

とにより，確実に接続が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

・重大事故等に対処するため迅速な操作を

必要とする機器は，必要な時間内に操作で

きるように中央制御室での操作が可能な設

計とする。中央制御室の制御盤のスイッチ

は，運転員等の操作性及び人間工学的観点

を考慮した設計とする。 

 

・重大事故等時において操作する重大事故

等対処設備のうち動的機器については，そ

の作動状態の確認が可能な設計とする. 

 

d. 切替性 

・重大事故等対処設備のうち，本来の用途

以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備は，通常時に使用する系

統から速やかに切替操作が可能なように，

系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

・重大事故等対処設備のうち，本来の用途

以外の用途として重大事故等に対処するた

めに使用する設備はない。 

 

 

基本設計方針の展開に

よる構成上の差異のた

め，新たな論点が生じ

るものではない。 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備と

の接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接

続するものについては，容易かつ確実に接続

でき，かつ，複数の系統が相互に使用するこ

とができるよう，ケーブルはボルト・ネジ接

続又はより簡便な接続方式を用いる設計と

し，ダクト・ホースは口径並びに内部流体の

圧力及び温度等の特性に応じたフランジ接続

又はより簡便な接続方式を用いる設計とす

る。 

また，同一ポンプを接続するホースは，流

量に応じて口径を統一すること等により，複

数の系統での接続方式を考慮した設計とす

る。 

 

 

 

ｄ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路

の確保 

想定される重大事故等が発生した場合にお

いて，可搬型重大事故等対処設備の保管場所

から設置場所への運搬及び接続場所への敷

設，又は他の設備の被害状況を把握するため，

再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路をア

クセスルートとして確保できるよう，以下の

設計とする。 

 

 

 

 アクセスルートは，環境条件として考慮し

た事象を含め，自然現象，人為事象，溢水，

火災を考慮しても，運搬，移動に支障をきた

すことのないよう，迂回路も考慮して複数の

アクセスルートを確保する設計とする。 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備と

の接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接

続するものについては，容易かつ確実に接続

でき，かつ，複数の系統が相互に使用すること

ができるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又

はより簡便な接続方式を用いる設計とし，ダ

クト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及

び温度等の特性に応じたフランジ接続又はよ

り簡便な接続方式を用いる設計とする。 

 

また，同一ポンプを接続するホースは，流量

に応じて口径を統一すること等により，複数

の系統での接続方式を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

ｄ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路

の確保 

想定される重大事故等が発生した場合にお

いて，可搬型重大事故等対処設備の保管場所

から設置場所への運搬及び接続場所への敷

設，又は他の設備の被害状況を把握するため，

再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路をア

クセスルートとして確保できるよう，以下の

設計とする。 

 

 

 

 アクセスルートは，環境条件として考慮し

た事象を含め，自然現象，人為事象，溢水，火

災を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすこ

とのないよう，迂回路も考慮して複数のアク

セスルートを確保する設計とする。 

e. 可搬型重大事故等対処設備の接続性 

 

・可搬型重大事故等対処設備を常設設備と

接続するものについては，容易かつ確実に

接続できるように，原則として，ケーブル

はボルト，ネジ又は，より簡便な接続方式

のコネクタ等を用い，配管は配管径や内部

流体の圧力によって，大口径配管又は高圧

環境においてはフランジを用い，小口径配

管かつ低圧環境においては，フランジ又

は，より簡便な接続方式の迅速流体継手等

を用いる設計とする。窒素ボンベ，空気ボ

ンベ，タンクローリ等については，各々専

用の接続方法を用いる設計とする。 

・同一ポンプを接続する系統は，口径を統

一することにより，複数の系統での接続方

式の統一も考慮する。 

 

 

f. アクセスルート 

アクセスルートは，重大事故等時におい

て，可搬型重大事故等対処設備が移動・運

搬できるため，又は他の設備の被害状況を

把握するため，発電所内の道路及び通路が

確保できるよう，以下の設計とする。 

 

 

 

 

 

・屋内及び屋外において，アクセスルート

は，自然現象，外部人為事象，溢水及び火

災を想定しても，運搬，移動に支障をきた

すことのないよう，迂回路も考慮して複数

のアクセスルートを確保する。なお，屋外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外アクセスルートに

対する基準地震動Ssに

対する方針はP91で記

載しており，構成上の

差異のため，新たな論
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 87 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

アクセスルートに対する自然現象について

は，重大事故等時における敷地及びその周辺

での発生の可能性，アクセスルートへの影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，アクセスルートに影響を与え

るおそれがある事象として，地震，津波(敷地

に遡上する津波を含む。），洪水，風(台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象及び森林火災を選定する。 

 

アクセスルートに対する人為事象について

は，重大事故等時における敷地及びその周辺

での発生の可能性，アクセスルートへの影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，アクセスルートに影響を与え

るおそれのある事象として選定する航空機落

下，敷地内における化学物質の漏えい，電磁

的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩

壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムに対して，迂回路も

考慮した複数のアクセスルートを確保する設

計とする。 

 

 

 

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突に

ついては立地的要因により設計上考慮する必

要はない。落雷及び電磁的障害に対しては，

道路面が直接影響を受けることはないことか

らアクセスルートへの影響はない。生物学的

事象に対しては，容易に排除可能なため，ア

 

 

 

 

アクセスルートに対する自然現象について

は，重大事故等時における敷地及びその周辺

での発生の可能性，アクセスルートへの影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，アクセスルートに影響を与え

るおそれがある事象として，地震，津波（敷地

に遡上する津波を含む。），洪水，風(台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生

物学的事象及び森林火災を選定する。 

 

アクセスルートに対する人為事象について

は，重大事故等時における敷地及びその周辺

での発生の可能性，アクセスルートへの影響

度，事象進展速度や事象進展に対する時間余

裕の観点から，アクセスルートに影響を与え

るおそれのある事象として選定する航空機落

下，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的

障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，

船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮

した複数のアクセスルートを確保する設計と

する。 

 

 

 

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突につ

いては立地的要因により設計上考慮する必要

はない。落雷及び電磁的障害に対しては，道路

面が直接影響を受けることはないことからア

クセスルートへの影響はない。生物学的事象

に対しては，容易に排除可能なため，アクセス

アクセスルートは，基準津波の影響を受け

ない防潮堤内に，基準地震動Ｓｓ及び敷地

に遡上する津波の影響を受けないルートを

少なくとも 1 つ確保する。 

・屋外及び屋内アクセスルートは，自然現

象に対して，地震，津波（敷地に遡上する

津波を含む。），風（台風），竜巻，凍

結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災及び高潮を考慮し， 

 

 

 

 

 

外部人為事象に対して，飛来物（航空機落

下），爆発，近隣工場等の火災，危険物を

搭載した車両，有毒ガス，船舶の衝突，電

磁的障害及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムを考慮する。 

・アクセスルート及び火災防護に関する運

用については，保安規定に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点が生じるものではな

い。 

 

 

考慮する事象の違いに

よる記載の差異のた

め，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

考慮する事象の違いに

よる記載の差異のた

め，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

当社は，アクセスルー

トにおける保安規定に

定める事項を90ページ

以降で明確にしている

ため，記載の差異によ

り，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

基本設計方針の展開に

よる構成上の差異のた

め，新たな論点が生じ

るものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 88 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

クセスルートへの影響はない。 

 

 

屋外のアクセスルートは，「3.1 地震によ

る損傷の防止」にて考慮する地震の影響(周辺

構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面

のすべり），その他自然現象による影響(風(台

風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山

の影響）及び人為事象による影響(航空機落

下，爆発）を想定し，複数のアクセスルート

の中から状況を確認し，早急に復旧可能なア

クセスルートを確保するため，障害物を除去

可能なホイールローダを使用する。ホイール

ローダは，必要数として３台に加え，予備と

して故障時及び点検保守による待機除外時の

バックアップを４台，合計７台を保有数とし，

分散して保管する設計とする。 

 

 

屋外のアクセスルートは，地震による屋外

タンクからの溢水及び降水に対しては，道路

上への自然流下も考慮した上で，通行への影

響を受けない箇所に確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルートへの影響はない。 

 

 

屋外のアクセスルートは，「Ⅲ 耐震性に関

する説明書」にて考慮する地震の影響(周辺構

造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面の

すべり），その他自然現象による影響(風(台

風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の

影響）及び人為事象による影響(航空機落下，

爆発）を想定し，複数のアクセスルートの中か

ら状況を確認し，早急に復旧可能なアクセス

ルートを確保するため，障害物を除去可能な

ホイールローダを使用する。 

 

 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，地震による屋外

タンクからの溢水及び降水に対しては，道路

上への自然流下も考慮した上で，通行への影

響を受けない箇所に確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・屋外アクセスルートに対する地震による

影響（周辺構造物の倒壊，周辺斜面の崩壊

及び道路面のすべり），その他自然現象に

よる影響（風（台風）及び竜巻による飛来

物，積雪，火山の影響）を想定し，複数の

アクセスルートの中から状況を確認し，早

期に復旧可能なアクセスルートを確保する

ため，障害物を除去可能なホイールローダ

を 1セット 2 台使用する。ホイールローダ

の保有数は，1 セット 2 台，故障時及び保

守点検による待機除外時の予備として 3 台

の合計 5 台を分散して保管する設計とす

る。 

 

 

 

なお，東海発電所の排気筒の短尺化及びサ

ービス建屋減築等によりアクセスルートへ

の影響を防止する設計とする。また，降水

及び地震による屋外タンクからの溢水に対

して，道路上への自然流下も考慮した上

で，通行への影響を受けない箇所にアクセ

スルートを確保する設計とする。 

 

・アクセスルートは，敷地に遡上する津波

による遡上高さに対して十分余裕を見た高

さに高所のアクセスルートを確保する設計

とする。 

 

また，高潮に対して，通行への影響を受け

ない敷地高さにアクセスルートを確保する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

考慮する事象の違いに

よる記載の差異のた

め，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

ホイールローダの仕様

に関する記載は，ホイ

ールローダの申請時に

記載するため，記載の

差異により新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

発電炉特有の記載の差

異のため，新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

津波に対する方針の違

いによる記載の差異の

ため，新たな論点が生

じるものではない。 

 

考慮する事象の違いに

よる記載の差異のた
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 89 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，「3.1 地震によ

る損傷の防止」にて考慮する地震の影響によ

る周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊

土砂が広範囲に到達することを想定した上

で，ホイールローダにより崩壊箇所を復旧す

る又は迂回路を確保する設計とする。 

不等沈下等に伴う段差の発生が想定される

箇所においては，段差緩和対策を行う設計と

する。 

 

 屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然

現象のうち凍結及び積雪に対して，車両はタ

イヤチェーン等を装着することにより通行性

を確保できる設計とする。 

 

 

屋内のアクセスルートは，「3.1 地震によ

る損傷の防止」の地震を考慮した建屋等に複

数確保する設計とする。 

 

 

屋内のアクセスルートは，津波に対して立

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 屋外のアクセスルートは，「Ⅲ 耐震性に関

する説明書」にて考慮する地震の影響による

周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土

砂が広範囲に到達することを想定した上で，

ホイールローダにより崩壊箇所を復旧する又

は迂回路を確保する設計とする。 

不等沈下等に伴う段差の発生が想定される

箇所においては，段差緩和対策を行う設計と

する。 

 

 屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然

現象のうち凍結及び積雪に対して，車両はタ

イヤチェーン等を装着することにより通行性

を確保できる設計とする。 

 

 

屋内のアクセスルートは，「Ⅲ 耐震性に関

する説明書」の地震を考慮した建屋等に複数

確保する設計とする。 

 

 

 屋内のアクセスルートは，津波に対して立

 

・自然現象のうち凍結及び森林火災，外部

人為事象のうち飛来物（航空機落下），爆

発，近隣工場等の火災，危険物を搭載した

車両，有毒ガス，船舶の衝突及び故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムに

対しては，迂回路を考慮した複数のアクセ

スルートを確保する設計とする。落雷及び

電磁的障害に対しては，道路面が直接影響

を受けることはないため，さらに生物学的

事象に対しては，容易に排除可能なため，

アクセスルートへの影響はない。 

 

・屋外のアクセスルートは，地震の影響に

よる周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで

崩壊土砂が広範囲に到達することを想定し

た上で，ホイールローダによる崩壊箇所の

復旧又は迂回路の通行を行うことで，通行

性を確保できる設計とする。また，不等沈

下等に伴う段差の発生が想定される箇所に

おいては，段差緩和対策等を行う設計とす

る。 

 

・屋外アクセスルートは，自然現象のうち

凍結及び積雪に対して，道路については融

雪剤を配備し，車両についてはタイヤチェ

ーン等を装着することにより通行性を確保

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

め，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

考慮する事象の違いに

よる記載の差異のた

め，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針の展開に

よる構成上の差異のた

め，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

基本設計方針の展開に
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 90 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

地的要因によりアクセスルートへの影響はな

い。 

 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人

為事象として選定する風(台風），竜巻，凍結，

高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，敷

地内における化学物質の漏えい，近隣工場等

の火災，爆発，有毒ガス及び電磁的障害に対

して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建屋等内に確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を

確保するために，上記の設計に加え，以下を

保安規定に定めて，管理する。 

 

・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は

二又川取水場所Ａ(以下「敷地外水源」とい

う。)の取水場所及び取水場所への屋外のアク

セスルートに遡上するおそれのある津波に対

しては，津波警報の解除後に対応を開始する

こと。また，津波警報の発令を確認時にこれ

らの場所において対応中の場合に備え，非常

時対策組織要員及び可搬型重大事故等対処設

備を一時的に退避すること。 

地的要因によりアクセスルートへの影響はな

い。 

 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人

為事象として選定する風(台風），竜巻，凍結，

高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象，森林火災，塩害，航空機落下，敷地内

における化学物質の漏えい，近隣工場等の火

災，爆発，有毒ガス及び電磁的障害に対して，

外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建屋等内に確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を

確保するために，上記の設計に加え，以下を保

安規定に定めて，管理する。 

 

・敷地外水源の取水場所及び取水場所への屋

外のアクセスルートに遡上するおそれのある

津波に対しては，津波警報の解除後に対応を

開始すること。また，津波警報の発令を確認時

にこれらの場所において対応中の場合に備

え，非常時対策組織要員及び可搬型重大事故

等対処設備を一時的に退避すること。 

 

 

 

 

 

・屋内アクセスルートは，津波（敷地に遡

上する津波を含む。），その他の自然現象

による影響（風（台風）及び竜巻による飛

来物，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象及び森林火災及び高潮）

及び外部人為事象（飛来物（航空機落

下），爆発，近隣工場等の火災，危険物を

搭載した車両，有毒ガス及び船舶の衝突）

に対しては，外部からの衝撃による損傷の

防止が図られた建屋等内に確保する設計と

する。 

 

・屋内アクセスルートの設定に当たって

は，油内包機器及び水素内包機器による地

震随伴火災の影響や，水又は蒸気内包溢水

の影響を考慮するとともに，別ルートも考

慮した複数のルート選定が可能な配置設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よる構成上の差異のた

め，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

考慮する事象の違いに

よる記載の差異のた

め，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

屋内アクセスルートの

溢水及び火災に対する

方針はP91で記載して

おり，構成上の差異の

ため，新たな論点が生

じるものではない。 

 

基本設計方針の展開に

よる構成上の差異のた

め，新たな論点が生じ

るものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 91 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

・屋外のアクセスルートは，「3.1 地震によ

る損傷の防止」にて考慮する地震の影響によ

る周辺斜面の崩壊，道路面のすべりによる崩

壊土砂及び不等沈下等に伴う段差の発生が想

定される箇所においては，ホイールローダに

より復旧すること。 

 

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然

現象のうち凍結及び積雪に対して，道路につ

いては，融雪剤を配備すること。 

 

・敷地内における化学物質の漏えいに対して

薬品防護具を配備し，必要に応じて着用する

こと。 

 

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然

現象及び人為事象のうち森林火災及び近隣工

場等の火災に対しては，消防車による初期消

火活動を行うこと。 

 

・屋内のアクセスルートにおいては，機器か

らの溢水を考慮し，防護具を配備し，必要に

応じて着用すること。また，地震時に通行が

阻害されないように，アクセスルート上の資

機材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置並

びに火災の発生防止対策を実施すること。 

 

 

 

 

・屋外及び屋内のアクセスルートにおいて

は，被ばくを考慮した放射線防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用

すること。また，夜間及び停電時の確実な運

 

・屋外のアクセスルートは，「Ⅲ 耐震性に関

する説明書」にて考慮する地震の影響による

周辺斜面の崩壊，道路面のすべりによる崩壊

土砂及び不等沈下等に伴う段差の発生が想定

される箇所においては，ホイールローダによ

り復旧すること。 

 

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現

象のうち凍結及び積雪に対して，道路につい

ては，融雪剤を配備すること。 

 

・敷地内における化学物質の漏えいに対して

薬品防護具を配備し，必要に応じて着用する

こと。 

 

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現

象及び人為事象のうち森林火災及び近隣工場

等の火災に対しては，消防車による初期消火

活動を行うこと。 

 

・屋内のアクセスルートにおいては，機器から

の溢水を考慮し，防護具を配備し，必要に応じ

て着用すること。また，地震時に通行が阻害さ

れないように，アクセスルート上の資機材の

落下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火

災の発生防止対策を実施すること。万一通行

が阻害される場合は迂回する又は乗り越え

る。 

 

 

・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，

被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用す

ること。また，夜間及び停電時の確実な運搬や
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 92 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

搬や移動のため可搬型照明を配備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 試験・検査性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動のため可搬型照明を配備すること。 

 

 

アクセスルートの確保について，周辺斜面

の崩壊等に対する考慮を「Ⅴ－１－１－４－

２－２ 可搬型重大事故等対処設備の保管場

所等の設計方針」に示す。 

 

 

 (2) 試験・検査性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセスルートの確保について，周辺斜面

の崩壊等に対する考慮を別添 1「可搬型重大

事故等対処設備の保管場所及びアクセスル

ート」に示す。 

 

 

(2) 試験・検査性 

設計基準対象施設は，その健全性及び能力

を確認するために，発電用原子炉の運転中

又は停止中に必要な箇所の保守点検（試験

及び検査を含む。）が可能な構造であり，

かつ，そのために必要な配置，空間及びア

クセス性を備えた設計とする。 

また，設計基準対象施設は，使用前検査，

溶接安全管理検査，施設定期検査，定期安

全管理検査並びに技術基準規則に定められ

た試験及び検査ができるように以下につい

て考慮した設計とする。 

 

・発電用原子炉の運転中に待機状態にある

設計基準対象施設は，試験又は検査によっ

て発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼ

す場合を除き，運転中に定期的に試験及び

検査ができる設計とする。また，多様性又

は多重性を備えた系統及び機器にあって

は，その健全性並びに多様性又は多重性を

確認するため，各々が独立して試験又は検

査ができる設計とする。 

 

・設計基準対象施設のうち構造，強度の確

認又は内部構成部品の確認が必要な設備

は，原則として分解・開放（非破壊検査を

 

 

 

 

資料構成の違いによる

差異のため，新たな論

点が生じるものではな

い。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 93 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処設備は，通常時において，

重大事故等への対処に必要な機能を確認する

ための試験又は検査並びに当該機能を健全に

維持するための保守及び修理が実施できるよ

う，機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，

分解点検等ができる構造とする。 

 

 

試験又は検査は，使用前事業者検査，定期

事業者検査，自主検査等が実施可能な設計と

する。 

また，保守及び修理は，維持活動としての

点検(日常の運転管理の活用を含む。），取替

え，保修等が実施可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

多重性を備えた系統及び機器にあっては，

各々が独立して試験又は検査並びに保守及び

修理ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処設備は，通常時において，重

大事故等への対処に必要な機能を確認するた

めの試験又は検査並びに当該機能を健全に維

持するための保守及び修理が実施できるよ

う，機能・性能の確認，漏えいの有無の確認，

分解点検等ができる構造とする。 

 

 

試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事

業者検査，自主検査等が実施可能な設計とす

る。 

また，保守及び修理は，維持活動としての点

検(日常の運転管理の活用を含む。），取替え，

保修及び改造が実施可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

多重性を備えた系統及び機器にあっては，

各々が独立して試験又は検査並びに保守及び

修理ができる設計とする。 

 

 

 

含む。）が可能な設計とし，機能・性能確

認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考

慮することにより，分解・開放が不要なも

のについては外観の確認が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針の展開に

よる構成上の差異のた

め，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 操作性及び試験・検査性 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設

備は，使用前検査，施設定期検査，定期

安全管理検査及び溶接安全管理検査の法

定検査に加え，保全プログラムに基づく

点検が実施できる設計とする。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設

備は，原則として，系統試験及び漏えい

の有無の確認が可能な設計とする。系統

試験については，テストライン等の設備

を設置又は必要に応じて準備することで

試験可能な設計とする。 

 

2.4 操作性及び試験・検査性 

また，悪影響防止の観点から他と区分す

る必要があるもの又は単体で機能・性能

を確認するものは，他の系統と独立して

機能・性能確認（特性確認を含む。）が

可能な設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 94 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認

が必要な設備は，原則として分解・開放(非破

壊検査を含む。)が可能な設計とし，機能・性

能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を

考慮することにより，分解・開放が不要なも

のについては外観の確認が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認

が必要な設備は，原則として分解・開放(非破

壊検査を含む。)が可能な設計とし，機能・性

能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を

考慮することにより，分解・開放が不要なもの

については外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，具体的に以下の機

器区分毎に示す試験・検査が実施可能な設計

とし，その設計に該当しない設備は個別の設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，設計基準対象施設

と同様な設計に加えて，以下について考慮

した設計とする。 

 

・重大事故等対処設備のうち代替電源設備

は，電気系統の重要な部分として適切な定

期試験及び検査が可能な設計とする。 

・分解が可能な設計とする。ただし，可搬

型設備は，分解又は取替が可能な設計とす

る。 

・ポンプ車は，車両として運転状態の確認

及び外観の確認が可能な設計とする。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

は，具体的に以下の機器区分毎に示す試

験・検査が実施可能な設計とし，その設計

に該当しない設備は個別の設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 操作性及び試験・検査性 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設

備は，健全性及び能力を確認するため，

発電用原子炉の運転中又は停止中に必要

な箇所の保守点検（試験及び検査を含

む。）を実施できるよう，機能・性能の

確認，漏えいの有無の確認，分解点検等

ができる構造とし，構造・強度の確認又

は内部構成部品の確認が必要な設備は，

原則として分解・開放（非破壊検査を含

む。）が可能な設計とする。 

なお，機能・性能確認，各部の経年劣化

対策及び日常点検を考慮することによ

り，分解・開放が不要なものについては

外観の確認が可能な設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 95 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

a. ポンプ，ファン，圧縮機 

・分解が可能な設計とする。また，所定の機

能・性能の確認が可能な設計とする。これら

の確認にあたっては，他の系統へ悪影響を及

ぼさない設計とする。 

・可搬型設備については，分解又は取替が可

能な設計とする。 

・ポンプ車は， 車両として運転状態の確認

及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

b. 弁（手動弁，電動弁，空気作動弁） 

 

・分解が可能な設計とする。また，所定の機

能・性能の確認及び漏えいの有無の確認が可

能な設計とする。これらの確認にあたって

は，他の系統へ悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

c. 容器（タンク類） 

・漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

この確認にあたっては，他の系統へ悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・ボンベ等の圧力容器については，規定圧力

の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

a. ポンプ，ファン，圧縮機 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可

能な設計とするとともに，これらは他の系

統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

b. 弁（手動弁，電動弁，空気作動弁，安全

弁） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可

能な設計とするとともに，これらは他の系

統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とす

る。 

・分解が可能な設計とする。 

・人力による手動開閉機構を有する弁は，

規定トルクによる開閉確認が可能な設計と

する。 

c. 容器（タンク類） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可

能な設計とするとともに，これらは他の系

統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とす

る。 

・内部確認が可能なよう，マンホール等を

設ける，又は外観の確認が可能な設計とす

る。 

・原子炉格納容器は，全体漏えい率試験が

可能な設計とする。 

・ボンベは規定圧力の確認及び外観の確認

が可能な設計とする。 

・ほう酸水貯蔵タンクは，ほう酸濃度及び

タンク水位を確認できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社の施設構成に合わ

せた機器区分にて試

験・検査に関する設計

を記載したものである

ため，記載の差異によ

り新たな論点が生じる

ものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 96 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 

 

・軽油，重油貯蔵タンクは，油量を確認でき

る設計とする。 

・タンクローリは，車両としての運転状態の

確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

d. フィルタ類 

・機能・性能の確認が可能な設計とする。 

・可搬型設備については，分解又は取替が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

e. 配管類（流路） 

・外観の確認が可能な設計とする。確認にあ

たっては，他の設備へ悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

 

 

f．その他静的機器 

・外観の確認が可能な設計とする。 

 

・よう素フィルタは，銀ゼオライトの性能

試験が可能な設計とする。 

・軽油貯蔵タンク等は，油量を確認できる

設計とする。 

・タンクローリは，車両としての運転状態

の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。 

d. 熱交換器 

・機能・性能及び漏えいの確認が可能な設

計とするとともに，これらは他の系統へ悪

影響を及ぼさず試験可能な設計とする。 

・分解が可能な設計とする。 

 

e. 空調ユニット 

・機能・性能の確認が可能な設計とすると

ともに，これらは他の系統へ悪影響を及ぼ

さず試験可能な設計とする。 

・フィルタを設置するものは，差圧確認が

可能な設計とする。また，内部確認が可能

なように，点検口を設けるとともに，性能

の確認が可能なように，フィルタを取り出

すことが可能な設計とする。 

・分解又は取替が可能な設計とする。 

 

f. 流路 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可

能な設計とするとともに，これらは他の系

統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計とす

る。 

・熱交換器を流路とするものは，熱交換器

の設計方針に従う。 

 

g. 内燃機関 
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g. 発電機（内燃機関含む） 

発電機の申請に合わせて次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

h.その他電気設備 

その他電気設備の申請に合わせて次回以降に

詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.計測制御設備 

・模擬入力により機能・性能の確認（特性確

認又は設定値確認）及び校正が可能な設計と

する。 

 

 

・機能・性能の確認が可能なように，発電

機側の負荷を用いる試験系統等により，機

能・性能確認ができる系統設計とする。 

・分解が可能な設計とする。ただし，可搬

型設備は，分解又は取替が可能な設計とす

る。 

 

h. 発電機 

・機能・性能の確認が可能なように，各種

負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）

により機能・性能確認ができる系統設計と

する。 

・分解が可能な設計とする。ただし，可搬

型設備は，分解又は取替が可能な設計とす

る。 

・電源車は，車両として運転状態の確認及

び外観の確認が可能な設計とする。 

 

i. その他電源設備 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁

抵抗測定，弁の開閉又は試験装置により，

機能・性能の確認ができる系統設計とす

る。 

・鉛蓄電池は，電圧測定が可能な系統設計

とする。ただし，鉛蓄電池（ベント型）は

電圧及び比重測定が可能な系統設計とす

る。 

 

 

j. 計測制御設備 

・模擬入力により機能・性能の確認（特性

確認又は設定値確認）及び校正が可能な設

計とする。 
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・論理回路を有する設備は，模擬入力による機

能確認として，論理回路作動確認が可能な設

計とする。 

 

j 遮蔽 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計と

する。 

・外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

k. 通信連絡設備 

通信連絡設備の申請に合わせて次回以降に詳

細を説明する。 

 

l.放射線関係設備 

放射線関係設備の申請に合わせて次回以降に

詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・論理回路を有する設備は，模擬入力によ

る機能確認として，論理回路作動確認が可

能な設計とする。 

 

k. 遮蔽 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

とする。 

・外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

l. 通信連絡設備 

・機能・性能の確認及び外観の確認が可能

な設計とする。 
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8.2.6  地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計 

 

(1) 地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計の基本方針 

 

基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機

能維持が必要な施設については，重大事故等

対処施設及び安全機能を有する施設の耐震設

計における設計方針を踏襲し，重大事故等対

処施設の構造上の特徴，重大事故等の状態で

施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動

Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対して，必要な機能

が損なわれるおそれがないことを目的とし

て，以下のとおり耐震設計を行う。 

 

a．事業(変更)許可における重大事故の発生

を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発

生を仮定する機器の特定において，基準地震

動Ｓｓの 1.2倍の地震動を考慮した際に機能

維持できる設計とした設備(以下「起因に対

し発生防止を期待する設備」という。)は，

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対し

て，閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

起因に対し発生防止を期待する設備を設置

する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力によって設置する建物・構築物

に生じる変形等の地震影響においても，起因

に対し発生防止を期待する設備を支持できる

設計とする。 

 

ｂ．地震を要因として発生する重大事故等に

対処する常設重大事故等対処設備(以下「対

処する常設重大事故等対処設備」という。)

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対

6. 地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計 

 

(1) 地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計の基本方針 

 

基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機

能維持が必要な施設については，重大事故等

対処施設及び安全機能を有する施設の耐震設

計における設計方針を踏襲し，重大事故等対

処施設の構造上の特徴，重大事故等の状態で

施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動

Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対して，必要な機能

が損なわれるおそれがないことを目的とし

て，以下のとおり耐震設計を行う。 

 

ａ．事業(変更)許可における重大事故の発生

を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発

生を仮定する機器の特定において，基準地震

動Ｓｓの 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能

維持できる設計とした設備(以下「起因に対

し発生防止を期待する設備」という。)は，

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対し

て，閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

起因に対し発生防止を期待する設備を設置

する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力によって設置する建物・構築物

に生じる変形等の地震影響においても，起因

に対し発生防止を期待する設備を支持できる

設計とする。 

 

ｂ．地震を要因として発生する重大事故等に

対処する常設重大事故等対処設備(以下「対

処する常設重大事故等対処設備」という。)

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対
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して，想定する重大事故等を踏まえ，火災感

知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を

要因として発生する重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわない設計とする。 

対処する常設重大事故等対処設備は，基準

地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力によって設置

する建物・構築物に生じる変形等の地震影響

を考慮し，地震を要因として発生する重大事

故等に対処するために必要な機能が維持でき

る設計とする。 

対処する常設重大事故等対処設備を設置する

建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し

た地震力によって設置する建物・構築物に生

じる変形等の地震影響においても，対処する

常設重大事故等対処設備を支持できる設計並

びに重大事故等の対処に係る操作場所及びア

クセスルートが保持できる設計とする。 

 

c. 地震を要因として発生する重大事故等に

対処する可搬型重大事故等対処設備(以下

「対処する可搬型重大事故等対処設備」とい

う。)は，各保管場所における基準地震動Ｓ

ｓを 1.2倍した地震力に対して，想定する重

大事故等を踏まえ，閉じ込め機能等の地震を

要因として発生する重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわないよう，転倒しな

いよう固縛等の措置を講ずるとともに，動的

機器については加振試験等により地震を要因

として発生する重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれない設計とする。 

また，ダクト等の静的機器は，複数の保管

場所に分散して保管することにより，地震を

要因として発生する重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわない設計とする。 

対処する可搬型重大事故等対処設備を保管

して，想定する重大事故等を踏まえ，火災感

知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を

要因として発生する重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわない設計とする。 

対処する常設重大事故等対処設備は，基準

地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力によって設置

する建物・構築物に生じる変形等の地震影響

を考慮し，地震を要因として発生する重大事

故等に対処するために必要な機能が維持でき

る設計とする。 

対処する常設重大事故等対処設備を設置する

建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し

た地震力によって設置する建物・構築物に生

じる変形等の地震影響においても，対処する

常設重大事故等対処設備を支持できる設計並

びに重大事故等の対処に係る操作場所及びア

クセスルートが保持できる設計とする。 

 

c. 地震を要因として発生する重大事故等に

対処する可搬型重大事故等対処設備(以下

「対処する可搬型重大事故等対処設備」とい

う。)は，各保管場所における基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力に対して，想定する重

大事故等を踏まえ，閉じ込め機能等の地震を

要因として発生する重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわないよう，転倒しな

いよう固縛等の措置を講ずるとともに，動的

機器については加振試験等により地震を要因

として発生する重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれない設計とする。 

また，ダクト等の静的機器は，複数の保管

場所に分散して保管することにより，地震を

要因として発生する重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわない設計とする。 

対処する可搬型重大事故等対処設備を保管
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する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力によって保管する建物・構築物

に生じる変形等の地震影響においても，保管

場所，操作場所及びアクセスルートが保持で

きる設計とする。 

起因に対し発生防止を期待する設備，対処

する常設重大事故等対処設備及び対処する可

搬型重大事故等対処設備は，個別の設備の機

能や設計を踏まえて，地震を要因とする重大

事故等時において，基準地震動Ｓｓを 1.2倍

した地震力による影響によって，機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 地震力の算定方法 

 地震を要因とする重大事故等に対する重大

事故等対処施設の耐震設計に用いる動的地震

力は，「第１章 3.自然現象等」における

する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力によって保管する建物・構築物

に生じる変形等の地震影響においても，保管

場所，操作場所及びアクセスルートが保持で

きる設計とする。 

起因に対し発生防止を期待する設備，対処

する常設重大事故等対処設備及び対処する可

搬型重大事故等対処設備は，個別の設備の機

能や設計を踏まえて，地震を要因とする重大

事故等時において，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍

した地震力による影響によって，機能を損な

わない設計とする。 

また，起因に対し発生防止を期待する設

備，対処する常設重大事故等対処設備及び対

処する可搬型重大事故等対処設備並びに保管

場所，操作場所及びアクセスルートは，基準

地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力による溢水の

影響によって，機能を損なわない設計とす

る。 

起因に対し発生防止を期待する設備，対処

する常設重大事故等対処設備及び対処する可

搬型重大事故等対処設備の基準地震動Ｓｓを

1.2 倍した地震力による溢水の影響について

は，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等

対処設備の設計方針」に，保管場所，操作場

所及びアクセスルートにおける基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力による溢水の影響を

「Ｖ－１－１－４－２－２ 可搬型重大事故

等対処設備の保管場所等の設計方針」に示

す。 

 

(2) 地震力の算定方法 

地震を要因とする重大事故等に対する重大

事故等対処施設の耐震設計に用いる動的地震

力は，「第１章 3.自然現象等」における
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「3.1.1(3)b.(a)入力地震動」の解放基盤表

面で定義する基準地震動Ｓｓの加速度を 1.2

倍した地震動により算定した地震力を適用す

る。 

 

(3) 荷重の組合せと許容限界 

 地震を要因とする重大事故等に対する重大

事故等対処施設の耐震設計における荷重の組

合せと許容限界は，以下によるものとする。 

地震を要因とする重大事故等に対する重大

事故等対処施設の耐震設計においては，必要

な機能である火災感知機能，消火機能，閉じ

込め機能，操作場所及びアクセスルートの保

持機能，保管場所の保持機能，支持機能等を

維持する設計とする。 

建物・構築物に要求される操作場所及びア

クセスルートの保持機能，保管場所の保持機

能並びに支持機能については，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2倍した地震力に対して，当該機能が

要求される施設の構造強度を確保することで

機能を維持できる設計とする。 

機器・配管系に要求される火災感知機能等

については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地

震力に対して，当該機能が要求される施設の

構造強度を確保することで機能を維持できる

設計とする。 

また，機器・配管系に要求される消火機

能，閉じ込め機能については，構造強度を確

保するとともに，当該機能が要求される各施

設の特性に応じて許容限界を適切に設定する

ことで機能を維持できる設計とする。 

可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支

援機能等については，可搬型設備の特性に応

じて，構造強度を確保する又は当該機能が要

求される各施設の特性に応じて許容限界を適

「3.1.1(3)b.(a)入力地震動」の解放基盤表

面で定義する基準地震動Ｓｓの加速度を 1.2

倍した地震動により算定した地震力を適用す

る。 

 

(3) 荷重の組合せと許容限界 

地震を要因とする重大事故等に対する重大

事故等対処施設の耐震設計における荷重の組

合せと許容限界は，以下によるものとする。 

地震を要因とする重大事故等に対する重大

事故等対処施設の耐震設計においては，必要

な機能である火災感知機能，消火機能，閉じ

込め機能，操作場所及びアクセスルートの保

持機能，保管場所の保持機能，支持機能等を

維持する設計とする。 

建物・構築物に要求される操作場所及びア

クセスルートの保持機能，保管場所の保持機

能並びに支持機能については，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力に対して，当該機能が

要求される施設の構造強度を確保することで

機能を維持できる設計とする。 

機器・配管系に要求される火災感知機能等

については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地

震力に対して，当該機能が要求される施設の

構造強度を確保することで機能を維持できる

設計とする。 

また，機器・配管系に要求される消火機

能，閉じ込め機能については，構造強度を確

保するとともに，当該機能が要求される各施

設の特性に応じて許容限界を適切に設定する

ことで機能を維持できる設計とする。 

可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支

援機能等については，可搬型設備の特性に応

じて，構造強度を確保する又は当該機能が要

求される各施設の特性に応じて許容限界を適
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切に設定することで機能が維持できる設計と

する。 

a. 耐震設計上考慮する状態 

 地震以外に設計上考慮する状態を以下に示

す。 

 (a)建物・構築物 

第 1 章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」

の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の「a.

耐震設計上考慮する状態」の「(b)重大事故

等対処施設」に基づく設計とし，その場合に

おいて「重大事故等」を「地震を要因とする

重大事故等」に読み替えて適用する。 

なお，対処する可搬型重大事故等対処設備

を保管する重大事故等対処施設の建物・構築

物も同様に適用する。 

(b)機器・配管系 

 第 1 章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」

の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の「a. 

耐震設計上考慮する状態」の「(b) 重大事

故等対処施設」に基づく設計とし，その場合

において「重大事故等」を「地震を要因とす

る重大事故等」に読み替えて適用する。 

(c)可搬型設備 

イ. 通常時の状態 

当該設備を保管している状態。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の状態 

MOX 燃料加工施設が，地震を要因とする重

大事故等に至るおそれがある事故又は地震を

要因とする重大事故等の状態で，対処する可

搬型重大事故等対処設備の機能を必要とする

状態。 

ハ. 設計用自然条件 

屋外に保管している場合に設計上基本的に

考慮しなければならない自然条件(積雪，

風）。 

切に設定することで機能が維持できる設計と

する。 

a.耐震設計上考慮する状態 

 地震以外に設計上考慮する状態を以下に示

す。 

(a)建物・構築物 

「Ⅲ－1－1 耐震設計の基本方針」の

「5.1.1 耐震設計上考慮する状態」の「(2) 

重大事故等対処施設」の「a. 建物・構築

物」に基づく設計とし，その場合において

「重大事故等」を「地震を要因とする重大事

故等」に読み替えて適用する。 

なお，対処する可搬型重大事故等対処設備

を保管する重大事故等対処施設の建物・構築

物も同様に適用する。 

 (b)機器・配管系 

「Ⅲ－ 1－ 1  耐震設計の基本方針」の

「5.1.1 耐震設計上考慮する状態」の「(2) 

重大事故等対処施設」の「b. 機器・配管

系」に基づく設計とし，その場合において

「重大事故等」を「地震を要因とする重大事

故等」に読み替えて適用する。 

(c)可搬型設備 

イ. 通常時の状態 

当該設備を保管している状態。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の状態 

MOX 燃料加工施設が，地震を要因とする重

大事故等に至るおそれがある事故又は地震を

要因とする重大事故等の状態で，対処する可

搬型重大事故等対処設備の機能を必要とする

状態。 

ハ. 設計用自然条件 

屋外に保管している場合に設計上基本的に

考慮しなければならない自然条件(積雪，

風）。 
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b. 荷重の種類 

 (a)建物・構築物 

第 1 章 共通項目の「3.1.1 耐震設

計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」

の「b. 荷重の種類」の「(b) 重大事故

等対処施設」に基づく設計とし，その場合

において「重大事故等」を「地震を要因と

する重大事故等」に，「地震力」を「基準

地震動 Ss を 1.2 倍した地震力」と読み替

えて適用する。 

なお，対処する可搬型重大事故等対処設

備を保管する重大事故等対処施設の建物・

構築物も同様に適用する。 

 

(b)機器・配管系 

  第 1 章 共通項目の「3.1.1 耐震設

計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」

の「b. 荷重の種類」の「(b) 重大事故

等対処施設」に基づく設計とし，その場合

において「重大事故等」を「地震を要因と

する重大事故等」に，「地震力」を「基準

地震動 Ss を 1.2 倍した地震力」と読み替

えて適用する。 

 

 (c)可搬型設備 

イ. 通常時に作用している荷重 

通常時に作用している荷重は持続的に生じ

る荷重であり，自重及び積載荷重とする。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，保

管状態であることから重大事故等起因の荷重

は考慮しない。 

ハ. 対処する可搬型重大事故等対処設備の

保管場所における地震力，積雪荷重及び風荷

b.荷重の種類 

 (a)建物・構築物 

「Ⅲ－1－1 耐震設計の基本方針」の

「5.1.2 荷重の種類」の「(2) 重大事故

等対処施設」の「a. 建物・構築物」に基

づく設計とし，その場合において「重大事

故等」を「地震を要因とする重大事故等」

に，「地震力」を「基準地震動 Ss を 1.2 倍

した地震力」と読み替えて適用する。 

なお，対処する可搬型重大事故等対処設

備を保管する重大事故等対処施設の建物・

構築物も同様に適用する。 

 

 

(b)機器・配管系 

「Ⅲ－1－1 耐震設計の基本方針」の

「5.1.2 荷重の種類」の「(2) 重大事故

等対処施設」の「b. 機器・配管系」に基

づく設計とし，その場合において「重大事

故等」を「地震を要因とする重大事故等」

に「地震力」を「基準地震動 Ssを 1.2倍し

た地震力」と読み替えて適用する。 

 

 

(c)可搬型設備 

イ. 通常時に作用している荷重 

通常時に作用している荷重は持続的に生じ

る荷重であり，自重及び積載荷重とする。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，保

管状態であることから重大事故等起因の荷重

は考慮しない。 

ハ. 対処する可搬型重大事故等対処設備の

保管場所における地震力，積雪荷重及び風荷
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重 

対処する可搬型重大事故等対処設備の保管

場所における地震力を考慮する。屋外に保管

する設備については，積雪荷重及び風荷重も

考慮する。 

c.荷重の組合せ 

 基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力とほか

の荷重との組合せは，以下によるものとす

る。 

(a) 建物・構築物 

 イ．起因に対し発生防止を期待する設備が

設置される重大事故等対処施設の建物・

構築物については，通常時に作用してい

る荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び

水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震

動Ｓｓを 1.2倍した地震力を組み合わせ

る。 

 ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設又は対処す

る可搬型重大事故等対処設備が保管され

る重大事故等対処施設の建物・構築物に

ついては，通常時に作用している荷重

(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），

積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを

1.2倍した地震力とを組み合わせる。 

 ハ．対処する常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設又は対処す

る可搬型重大事故等対処設備が保管され

る重大事故等対処施設の建物・構築物に

ついて，通常時に作用している荷重(固

定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積

雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重は，その事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と

重 

対処する可搬型重大事故等対処設備の保管

場所における地震力を考慮する。屋外に保管

する設備については，積雪荷重及び風荷重も

考慮する。 

c.荷重の組合せ 

 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とほか

の荷重との組合せは，以下によるものとす

る。 

(a)建物・構築物 

 イ．起因に対し発生防止を期待する設備が

設置される重大事故等対処施設の建物・

構築物については，通常時に作用してい

る荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び

水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震

動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を組み合わせ

る。 

 ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設又は対処す

る可搬型重大事故等対処設備が保管され

る重大事故等対処施設の建物・構築物に

ついては，通常時に作用している荷重

(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），

積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを

1.2倍した地震力とを組み合わせる。 

 ハ．対処する常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設又は対処す

る可搬型重大事故等対処設備が保管され

る重大事故等対処施設の建物・構築物に

ついて，通常時に作用している荷重(固

定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積

雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重は，その事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と
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組み合わせる。この組み合わせについて

は，事故事象の発生確率，継続時間及び

地震動の年超過確率の積等を考慮し，工

学的，総合的に勘案の上設定する。な

お，継続時間については対策の成立性も

考慮した上で設定し，通常時に作用して

いる荷重のうち，土圧及び水圧について

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力，弾性設計用地震動による地震力と組

み合わせる場合は，当該地震時の土圧及

び水圧とする。 

 

(b)機器・配管系 

 イ．起因に対し発生防止を期待する設備に

係る機器・配管系については，通常時に

作用している荷重と基準地震動Ｓｓを

1.2倍した地震力とを組み合わせる。 

 ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係

る機器・配管系については，通常時に作

用している荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力とを組み合わせる。 

 ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係

る機器・配管系について，通常時に作用

している荷重，設計基準事故時の状態及

び重大事故等時の状態で施設に作用する

荷重は，その事故事象の発生確率，継続

時間及び地震動の年超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力と組み合わせる。こ

の組み合わせについては，事故事象の発

生確率，継続時間及び地震動の年超過確

率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘

案の上設定する。なお，継続時間につい

ては対策の成立性も考慮した上で設定

し，屋外に設置される施設については，

建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷

組み合わせる。この組み合わせについて

は，事故事象の発生確率，継続時間及び

地震動の年超過確率の積等を考慮し，工

学的，総合的に勘案の上設定する。な

お，継続時間については対策の成立性も

考慮した上で設定し，通常時に作用して

いる荷重のうち，土圧及び水圧について

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力，弾性設計用地震動による地震力と組

み合わせる場合は，当該地震時の土圧及

び水圧とする。 

 

(b)機器・配管系 

 イ．起因に対し発生防止を期待する設備に

係る機器・配管系については，通常時に

作用している荷重と基準地震動Ｓｓを

1.2倍した地震力とを組み合わせる。 

 ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係

る機器・配管系については，通常時に作

用している荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力とを組み合わせる。 

 ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係

る機器・配管系について，通常時に作用

している荷重，設計基準事故時の状態及

び重大事故等時の状態で施設に作用する

荷重は，その事故事象の発生確率，継続

時間及び地震動の年超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力と組み合わせる。こ

の組み合わせについては，事故事象の発

生確率，継続時間及び地震動の年超過確

率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘

案の上設定する。なお，継続時間につい

ては対策の成立性も考慮した上で設定

し，屋外に設置される施設については，

建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷
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重を組み合わせる。 

 

(c)可搬型設備 

イ. 対処する可搬型重大事故等対処設備

は，通常時に作用している荷重と対処す

る可搬型重大事故等対処設備の保管場所

における地震力とを組み合わせる。 

ロ. 対処する可搬型重大事故等対処設備

の耐震計算の荷重の組合せの考え方につ

いて，保管状態であることから重大事故

等起因の荷重は考慮しない。ただし，屋

外に設置される施設については，建物・

構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組

み合わせる。 

 

d．荷重の組合せ上の留意事項 

 イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，そ

の他の荷重の組合せ状態と比較して明ら

かに厳しいことが判明している場合に

は，その他の荷重の組合せ状態での評価

は行わないことがある。 

 ロ．対処する常設重大事故等対処設備を支

持する建物・構築物の当該部分の支持機

能を確認する場合においては，基準地震

動Ｓｓを 1.2倍した地震力と通常時に作

用している荷重及びその他必要な荷重と

を組み合わせる。 

 ハ．積雪荷重については，屋外に設置され

ている施設のうち，積雪による受圧面積

が小さい施設や，通常時に作用している

荷重に対して積雪荷重の割合が無視でき

る施設を除き，基準地震動Ｓｓを 1.2倍

した地震力との組み合わせを考慮する。 

 ニ．風荷重については，屋外の直接風を受

ける場所に設置されている施設のうち，

重を組み合わせる。 

 

(c)可搬型設備 

イ．対処する可搬型重大事故等対処設備

は，通常時に作用している荷重と対処す

る可搬型重大事故等対処設備の保管場所

における地震力とを組み合わせる。 

ロ．対処する可搬型重大事故等対処設備の

耐震計算の荷重の組合せの考え方につい

て，保管状態であることから重大事故等

起因の荷重は考慮しない。ただし，屋外

に設置される施設については，建物・構

築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み

合わせる。 

 

d．荷重の組合せ上の留意事項 

 イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，そ

の他の荷重の組合せ状態と比較して明ら

かに厳しいことが判明している場合に

は，その他の荷重の組合せ状態での評価

は行わないことがある。 

 ロ．対処する常設重大事故等対処設備を支

持する建物・構築物の当該部分の支持機

能を確認する場合においては，基準地震

動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と通常時に作

用している荷重及びその他必要な荷重と

を組み合わせる。 

 ハ．積雪荷重については，屋外に設置され

ている施設のうち，積雪による受圧面積

が小さい施設や，通常時に作用している

荷重に対して積雪荷重の割合が無視でき

る施設を除き，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍

した地震力との組み合わせを考慮する。 

 ニ．風荷重については，屋外の直接風を受

ける場所に設置されている施設のうち，
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風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的

に無視できないような構造，形状及び仕

様の施設においては，基準地震動Ｓｓを

1.2 倍した地震力との組み合わせを考慮

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 許容限界 

 基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力と他の

荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界

は，以下のとおりとする。 

(a) 起因に対し発生防止を期待する設備 

起因に対し発生防止を期待する設備となる

露出した MOX粉末を取り扱い，さらに火災源

を有するグローブボックスは，閉じ込め機能

を維持するため，パネルにき裂や破損が生じ

ないこと及び転倒しない設計とする。また，

当該グローブボックスの内装機器の落下・転

倒防止機能の確保に当たっては，放射性物質

(固体)の閉じ込めバウンダリを構成する容器

等を保持する設備の破損により，容器等が落

下又は転倒しない設計とする。 

上記の閉じ込め機能を維持するために確保

する構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓ

の 1.2 倍の地震力に対し，塑性域に達するひ

風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的

に無視できないような構造，形状及び仕

様の施設においては，基準地震動Ｓｓを

1.2 倍した地震力との組み合わせを考慮

する。 

ホ．重大事故時に生ずる荷重と基準地震動

Ｓｓを 1.2 倍した地震力による荷重の組

み合わせについては，基準地震動Ｓｓを

1.2 倍した地震力が重大事故等の発生の

要因として考慮した地震であり，基準地

震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力の荷重は重

大事故等が発生する前の通常時に作用す

る荷重であることから，重大事故等時に

生ずる荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し

た地震力による荷重が重なることはな

い。 

 

e. 許容限界  

 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と他の

荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界

は，以下のとおりとする。 

(a) 起因に対し発生防止を期待する設備 

起因に対し発生防止を期待する設備となる

露出した MOX 粉末を取り扱い，さらに火災源

を有するグローブボックスは，閉じ込め機能

を維持するため，パネルにき裂や破損が生じ

ないこと及び転倒しない設計とする。また，

当該グローブボックスの内装機器の落下・転

倒防止機能の確保に当たっては，放射性物質

(固体)の閉じ込めバウンダリを構成する容器

等を保持する設備の破損により，容器等が落

下又は転倒しない設計とする。 

上記の閉じ込め機能を維持するために確保

する構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓ

の 1.2 倍の地震力に対し，塑性域に達するひ
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ずみが生じた場合であっても，その量が小さ

なレベルに留まって破断延性限界に十分な余

裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすこ

とがない限界に応力，荷重を制限する値とす

る。それ以外を適用する場合は各機能が維持

できる許容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め

機能が維持できる許容限界を適切に設定す

る。 

 

 

(b)対処する常設重大事故等対処設備 

対処する常設重大事故等対処設備の火災感

知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を

要因として発生する重大事故等に対処するた

めに必要な機能を維持するために確保する構

造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの 1.2

倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが

生じた場合であっても，その量が小さなレベ

ルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有

し，その施設の機能に影響を及ぼすことがな

い限界に応力，荷重を制限する値とする。そ

れ以外を適用する場合は各機能が維持できる

許容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，消火機

能，閉じ込め機能等の維持が必要な設備につ

いては，その機能が維持できる許容限界を適

切に設定する。 

 

 

(c)対処する可搬型重大事故等対処設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備の許容

限界は，保管する対処する可搬型重大事故等

対処設備の構造を踏まえて設定する。 

取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓ

ずみが生じた場合であっても，その量が小さ

なレベルに留まって破断延性限界に十分な余

裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすこ

とがない限界に応力，荷重を制限する値とす

る。それ以外を適用する場合は各機能が維持

できる許容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め

機能が維持できる許容限界の設定について

は，「Ⅴ－１－１－４－２－３ 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」

に示す。 

(b)対処する常設重大事故等対処設備 

 対処する常設重大事故等対処設備の火災感

知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を

要因として発生する重大事故等に対処するた

めに必要な機能を維持するために確保する構

造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの 1.2

倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが

生じた場合であっても，その量が小さなレベ

ルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有

し，その施設の機能に影響を及ぼすことがな

い限界に応力，荷重を制限する値とする。そ

れ以外を適用する場合は各機能が維持できる

許容限界とする。 

 上記構造強度の許容限界のほか，消火機

能，閉じ込め機能等の維持が必要な設備につ

いては，その機能が維持できる許容限界の設

定を「Ⅴ－１－１－４－２－３ 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」

に示す。 

(c)対処する可搬型重大事故等対処設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備の許容

限界は，保管する対処する可搬型重大事故等

対処設備の構造を踏まえて設定する。 

取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓ
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ｓの 1.2倍の地震力に対し，塑性域に達する

ひずみが生じた場合であっても，その量が小

さなレベルに留まって破断延性限界に十分な

余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼす

ことがない限界に応力，荷重を制限する値と

する。それ以外を適用する場合は各機能が維

持できる許容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め

機能等の維持が必要な設備については，その

機能が維持できる許容限界を適切に設定す

る。 

 

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び

対処する常設重大事故等対処設備を設置する

建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故

等対処設備を保管する建物・構築物 

起因に対し発生防止を期待する設備及び対

処する常設重大事故等対処設備を設置する建

物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等

対処設備を保管する建物・構築物は，基準地

震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対し，建物・

構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん

断ひずみ等)が終局耐力時の変形等の地震影

響を考慮しても，地震を要因とする重大事故

等に対する重大事故等対処施設の機能が維持

される設計とする。その上で，耐震評価にお

いては，地震を要因とする重大事故等に対す

る重大事故等対処施設の必要な機能が発揮で

きることを確認するため，機能維持に必要と

なる施設の部材・部位ごとのせん断ひずみ・

応力等に対して，妥当な安全余裕を有するこ

とを確認する。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対す

る荷重又は応力を漸次増大していくとき，そ

の変形又はひずみが著しく増加するに至る限

ｓの 1.2 倍の地震力に対し，塑性域に達する

ひずみが生じた場合であっても，その量が小

さなレベルに留まって破断延性限界に十分な

余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼす

ことがない限界に応力，荷重を制限する値と

する。それ以外を適用する場合は各機能が維

持できる許容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め

機能等の維持が必要な設備については，その

機能が維持できる許容限界の設定を「Ⅴ－１

－１－４－２－３ 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に示す。 

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び

対処する常設重大事故等対処設備を設置する

建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故

等対処設備を保管する建物・構築物 

起因に対し発生防止を期待する設備及び対

処する常設重大事故等対処設備を設置する建

物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等

対処設備を保管する建物・構築物は，基準地

震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対し，建物・

構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん

断ひずみ等)が終局耐力時の変形等の地震影

響を考慮しても，地震を要因とする重大事故

等に対する重大事故等対処施設の機能が維持

される設計とする。その上で，耐震評価にお

いては，地震を要因とする重大事故等に対す

る重大事故等対処施設の必要な機能が発揮で

きることを確認するため，機能維持に必要と

なる施設の部材・部位ごとのせん断ひずみ・

応力等に対して，妥当な安全余裕を有するこ

とを確認する。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対す

る荷重又は応力を漸次増大していくとき，そ

の変形又はひずみが著しく増加するに至る限
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界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき

適切に定めるものとする。 

界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき

適切に定めるものとする。 

許容限界等に係る具体的な設計方針につい

ては，「Ⅴ－１－１－４－２－３ 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に示す。 
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8.2.7  可搬型重大事故等対処設備の内部火

災に対する防護方針 

 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因に

よって設計基準事故に対処するための設備の

安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大

事故等に対処するために必要な機能と同時に

その重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれることがないことを求められてい

る。 

 

MOX 燃料加工施設の重大事故等対処設備の

内部火災に対する設計方針については，「5.火

災等による損傷の防止」に示すとおりであり，

これを踏まえた，上記の可搬型重大事故等対

処設備に求められる設計方針を達成するため

の内部火災に対する防護方針を以下に示す。 

 

 

(1) 可搬型重大事故等対処設備の火災発生

防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋

内，建屋近傍，外部保管エリアは，発火性物

質又は引火性物質を内包する設備に対する火

災発生防止を講ずるとともに，発火源に対す

る対策，水素に対する換気及び漏えい検出対

策及び接地対策，並びに電気系統の過電流に

よる過熱及び焼損の防止対策を講ずる設計と

する。 

(2) 不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り

不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計と

し，不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術

上困難な場合は，代替材料を使用する設計と

する。 

7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に

対する防護方針 

 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因に

よって設計基準事故に対処するための設備の

安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大

事故等に対処するために必要な機能と同時に

その重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれることがないことを求められてい

る。 

 

MOX 燃料加工施設の重大事故等対処設備の

内部火災に対する設計方針については，「Ⅴ－

１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説

明書」に示すとおりであり，これを踏まえた，

上記の可搬型重大事故等対処設備に求められ

る設計方針を達成するための内部火災に対す

る防護方針を以下に示す。 

 

(1) 可搬型重大事故等対処設備の火災発生

防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋

内，建屋近傍，外部保管エリアは，発火性物質

又は引火性物質を内包する設備に対する火災

発生防止を講ずるとともに，発火源に対する

対策，水素に対する換気及び漏えい検出対策

及び接地対策，並びに電気系統の過電流によ

る過熱及び焼損の防止対策を講ずる設計とす

る。 

(2) 不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り

不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計と

し，不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術

上困難な場合は，代替材料を使用する設計と

する。 

  

 

発電炉では，可搬型重

大事故等対処設備の火

災防護方針を「Ⅴ-1-1-

7 発電用原子炉施設の

火災防護に関する説明

書」の「8. 火災防護計

画」に基づくこととし

ており，記載方針の違

いによるもののため，

新たな論点が生じるの

もではない。 
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また，代替材料の使用が技術上困難な場合

は，当該可搬型重大事故等対処設備における

火災に起因して，他の可搬型重大事故等対処

設備の火災が発生することを防止するための

措置を講ずる設計とする。 

 

(3)  落雷，地震等の自然現象による火災の

発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬

型重大事故等対処設備への影響度，事象進展

速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，重大事故等時に可搬型重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象として，

地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事

象，森林火災及び塩害を選定する。 

 

風(台風），竜巻及び森林火災は，それぞれ

の事象に対して重大事故等に対処するために

必要な機能を損なうことのないように，自然

現象から防護する設計とすることで，火災の

発生を防止する。 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影

響に対しては，侵入防止対策によって影響を

受けない設計とする。 

 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的

事象及び塩害は，発火源となり得る自然現象

ではなく，火山の影響についても，火山から

MOX 燃料加工施設に到達するまでに降下火砕

物が冷却されることを考慮すると，発火源と

なり得る自然現象ではない。 

 

したがって，MOX 燃料加工施設で火災を発

また，代替材料の使用が技術上困難な場合

は，当該可搬型重大事故等対処設備における

火災に起因して，他の可搬型重大事故等対処

設備の火災が発生することを防止するための

措置を講ずる設計とする。 

 

(3)  落雷，地震等の自然現象による火災の発

生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬

型重大事故等対処設備への影響度，事象進展

速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，重大事故等時に可搬型重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象として，

地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，

森林火災及び塩害を選定する。 

 

風(台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの

事象に対して重大事故等に対処するために必

要な機能を損なうことのないように，自然現

象から防護する設計とすることで，火災の発

生を防止する。 

 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影

響に対しては，侵入防止対策によって影響を

受けない設計とする。 

 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事

象及び塩害は，発火源となり得る自然現象で

はなく，火山の影響についても，火山から MOX

燃料加工施設に到達するまでに降下火砕物が

冷却されることを考慮すると，発火源となり

得る自然現象ではない。 

 

したがって，MOX燃料加工施設で火災を発生
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生させるおそれのある自然現象として，落雷，

地震，竜巻(風(台風)を含む)及び森林火災に

よって火災が発生しないように，火災防護対

策を講ずる設計とする。 

 

(4)  早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬型重

大事故等対処設備に対する火災の影響を限定

し，早期の火災感知及び消火を行うための火

災感知設備及び消火設備を設置する設計とす

る。 

 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼす

おそれのある火災を早期に感知するととも

に，火災の発生場所を特定するために，固有

の信号を発する異なる種類の火災感知器又は

同等の機能を有する機器を組み合わせて設置

する設計とする。 

 

 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災

の二次的影響が重大事故等対処設備に及ばな

いよう適切に配置する設計とする。 

 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，

想定される火災の性質に応じた容量の消火剤

を備える設計とする。 

 

火災時の消火活動のため，大型化学高所放

水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防

車を配備する設計とする。 

 

重大事故等への対処を行う屋内のアクセス

ルートには，重大事故等が発生した場合のア

クセスルート上の火災に対して初期消火活動

させるおそれのある自然現象として，落雷，地

震，竜巻(風(台風)を含む)及び森林火災によ

って火災が発生しないように，火災防護対策

を講ずる設計とする。 

 

(4)  早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬型重

大事故等対処設備に対する火災の影響を限定

し，早期の火災感知及び消火を行うための火

災感知設備及び消火設備を設置する設計とす

る。 

 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼす

おそれのある火災を早期に感知するととも

に，火災の発生場所を特定するために，固有の

信号を発する異なる種類の火災感知器又は同

等の機能を有する機器を組み合わせて設置す

る設計とする。 

 

 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の

二次的影響が重大事故等対処設備に及ばない

よう適切に配置する設計とする。 

 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想

定される火災の性質に応じた容量の消火剤を

備える設計とする。 

 

火災時の消火活動のため，大型化学高所放

水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防

車を配備する設計とする。 

 

重大事故等への対処を行う屋内のアクセス

ルートには，重大事故等が発生した場合のア

クセスルート上の火災に対して初期消火活動
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ができるよう消火器を配備し，初期消火活動

については保安規定に定めて,管理する。 

 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のう

ち，火災発生時の煙又は放射線の影響により

消火活動が困難となるところには，固定式消

火設備を設置することにより，消火活動が可

能な設計とする。 

 

 

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具

として，蓄電池を内蔵した照明器具を設置す

る設計とする。 

 

(5) 火災感知設備及び消火設備に対する自

然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等の自

然現象によっても，火災感知及び消火の機能，

性能が維持されるよう，凍結，風水害，地震

時の地盤変位を考慮した設計とする。 

ができるよう消火器を配備し，初期消火活動

については保安規定に定めて,管理する。 

 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のう

ち，火災発生時の煙又は放射線の影響により

消火活動が困難となるところには，固定式消

火設備を設置することにより，消火活動が可

能な設計とする。 

 

 

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具

として，蓄電池を内蔵した照明器具を設置す

る設計とする。 

 

(5) 火災感知設備及び消火設備に対する自

然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等の自

然現象によっても，火災感知及び消火の機能，

性能が維持されるよう，凍結，風水害，地震時

の地盤変位を考慮した設計とする。 

 

 

264



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 116 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

 8. 系統施設毎の設計上の考慮 

申請範囲における重大事故等対処設備につ

いて，系統施設毎の機能と，機能としての信頼

性を確保するための設備の健全性について説

明する。あわせて，特に設計上考慮すべき事項

について，系統施設毎に以下に示す。 

 

 

 

なお，流路を形成する配管及び弁並びに電

路を形成するケーブル及び盤等への考慮につ

いては，その系統内の動的機器（ポンプ，発電

機等）を含めた系統としての機能を維持する

設計とする。 

 

 

 

8.1 成形施設 

成形施設の設計上の考慮については，設備

毎の申請に合わせて説明する予定であり，次

回以降の申請で説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 系統施設毎の設計上の考慮 

申請範囲における設計基準対象施設と重大

事故等対処設備について，系統施設毎の機

能と，機能としての健全性を確保するため

の設備の多重性又は多様性及び独立性並び

に位置的分散について説明する。あわせ

て，特に設計上考慮すべき事項について，

系統施設毎に以下に示す。 

 

なお，流路を形成する配管及び弁並びに電

路を形成するケーブル及び盤等への考慮に

ついては，その系統内の動的機器（ポンプ，

発電機等）を含めた系統としての機能を維

持する設計とする。 

 

 

 

3.1 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

(1) 機能 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設は主に

以下の機能を有する。 

a. 通常運転時等において，使用済燃料プー

ルを冷却する機能 

b. 通常運転時等において，使用済燃料プー

ルに注水する機能 

c. 重大事故等時において，使用済燃料プー

ルの冷却等を行う機能 

・可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代

替注水大型ポンプによる代替燃料プール注

水系（注水ライン）を使用した使用済燃料

プール注水 

・常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃

料プール注水系（注水ライン）を使用した

使用済燃料プール注水 

 

設備に対する多重性又

は多様性及び独立性の

確保は発電炉固有の設

計上の要求事項であ

り，新たに論点が生じ

るものではない。 

 

「ケーブル及び盤等」

は，電路を形成する機

器である変圧器，回路，

コネクタの総称として

示している。 

「ポンプ，発電機等」

は動的機器であるポン

プ，非常用発電機，排

風機，延焼防止ダンパ

などの総称として示し

ている。 

 

施設の構成が異なるた

め，記載の展開は必要

なく，新たな論点が生

じるものではない。 
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8.2 放射性廃棄物の廃棄施設 

8.2.1 外部放出抑制設備 

(1) 機能 

外部放出抑制設備は，主に以下の機能を有

する。 

a.閉じ込め機能 

(2) 共通要因故障に対する考慮 

外部放出抑制設備のグローブボックス排気

設備及び工程室排気設備の流路を遮断する手

段については，中央監視室に設置する盤の手

動操作により駆動動力源の窒素を供給するこ

とで閉止するグローブボックス排気閉止ダン

パ及び工程室排気閉止ダンパ並びに地下１階

の現場にて手動操作により閉止できるグロー

ブボックス排風機入口手動ダンパ及び工程室

排風機入口手動ダンパを設置することで，多

重性を確保した設計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型重大事故等対処

設備に係る共通要因故障に対する考慮は，当

該設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

(3) 悪影響防止 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，グローブボックス排風機入口手動ダン

パ，工程室排風機入口手動ダンパ，グローブボ

ックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダ

ンパの操作によって安全機能を有する施設と

して使用する系統構成から重大事故等対処設

備としての系統構成とすることにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型重大事故等対処

設備に係る悪影響防止は，当該設備の申請に

・常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃

料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を

使用した使用済燃料プール注水及びスプレ

イ 

・可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃

料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を

使用した使用済燃料プール注水及びスプレ

イ 

・可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃

料プール注水系（可搬型スプレイノズル）

を使用した使用済燃料プール注水及びスプ

レイ 

・大気への放射性物質の拡散抑制 

・代替燃料プール冷却系による使用済燃料

プール冷却（原子炉冷却系統施設と兼用） 

・使用済燃料プールの監視（放射線管理施

設と兼用） 

d. 工場等外への放射線物質の拡散を抑制す

る機能 

・大気への放射性物質の拡散抑制（原子炉

格納施設と兼用） 

・海洋への放射性物質の拡散抑制（原子炉

格納施設と兼用） 

e. 重大事故等の収束に必要となる水を供給

する機能 

・重大事故等収束のための水源（原子炉冷

却系統施設及び原子炉格納施設と兼用） 

・水の供給（原子炉冷却系統施設及び原子

炉格納施設と兼用） 

f. 重大事故等時における計測制御機能 

・使用済燃料プールの監視（放射線管理施

設と兼用） 

g. 重大事故等時に対処するための流路，注

水先，注入先，排出元等（原子炉冷却系統
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合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

(4) 環境条件等 

外部放出抑制設備は，耐熱性を有する又は

火災による温度上昇の影響を受けない場所に

設置することで，重大事故の発生を仮定する

グローブボックス内における火災により上昇

する温度の影響を考慮しても，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場

合に対処に用いる外部放出抑制設備の常設重

大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－４－２－

３ 地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすることで重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

 外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る燃料加工建屋に設置し，風（台風）等により，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

 外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，溢水量を考慮し，影響を受けない高さへ

の設置，被水防護する設計とする。 

 外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，内部発生飛散物の影響を受けない場所

に設置することにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 内的事象を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる外部放出抑制設備のグ

ローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排

施設，計測制御系統施設及び原子炉格納施

設と兼用） 

h. アクセスルート確保（原子炉冷却系統施

設に同じ） 

 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 

「(1) 機能」を考慮して，重大事故等対処

設備と設計基準事故対処設備等の多重性又

は多様性及び独立性並びに位置的分散を考

慮する対象設備を，表 3-1-1 に示す。 

なお，当該設備のうち電源設備については，

「3.7 その他発電用原子炉の附属施設」の

「3.7.1 非常用電源設備」にて整理するも

のを含む。 

 

(3) 環境条件等 

a. 使用済燃料プール監視カメラ 

使用済燃料プール周辺において，使用済燃

料に係る重大事故等の対処に使用するた

め，その環境影響を考慮して，耐環境性向

上を図る設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置よ

り，使用済燃料プール監視カメラへ空気を

供給し冷却することで，使用済燃料プール

に係る重大事故等時における高温の環境下

においても，使用済燃料プール監視カメラ

が機能維持できる設計とする。 

 

3.2 原子炉冷却系統施設 

(1) 機能 

原子炉冷却系統施設は主に以下の機能を有

する。 
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気閉止ダンパは，自然現象，人為事象，溢水，

火災及び内部発生飛散物に対して代替設備に

よる機能の確保，修理の対応により重大事故

等に対処するための機能を損なわない設計と

する。また，重大事故等に対処するための機能

が確保できない場合には，関連する工程を停

止すること等を保安規定に定めて，管理する。 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風機

入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダン

パ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び工

程室排気閉止ダンパは，想定される重大事故

等が発生した場合においても操作に支障がな

いように，線量率の高くなるおそれの少ない

場所の選定として，放射線の影響を受けない

異なる区画又は離れた場所から操作可能な設

計とする。 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計は，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接続に支障

がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない場所の選定として，放射線の影響を受け

ない異なる区画若しくは離れた場所で操作可

能な設計とするとともに，高性能エアフィル

タにより MOX 粉末を捕集した後のダクトに接

続口を設けることで接続操作時に汚染が拡大

しないよう考慮することにより，当該設備の

設置及び常設設備との接続が可能な設計とす

る。 

外部放出抑制設備の可搬型重大事故等対処

設備に係る環境条件等は，当該設備の申請に

合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

(5) 操作性の確保 

外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計と常設ダクトとの接続は，常設ダクトに測

a. 通常運転時等において，適切に炉心を冷

却する機能（原子炉圧力容器及び一次冷却

材設備） 

b. 設計基準事故時等において，炉心を冷却

する機能（非常用炉心冷却系） 

c. 設計基準事故時等において，原子炉圧力

容器に注水し，水位を維持する機能（原子

炉隔離時冷却系） 

d. 通常運転時等において，炉心崩壊熱及び

残留熱の除去，炉心を冷却する機能（残留

熱除去系） 

e. 通常運転時等において，残留熱除去設

備，非常用炉心冷却設備等の機器で発生す

る熱を冷却除去する機能（残留熱除去系海

水系） 

f. 重大事故等時において，原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

する機能 

・高圧代替注水系による原子炉注水 

・原子炉隔離時冷却系による原子炉注水 

・高圧炉心スプレイ系による原子炉注水 

・ほう酸水注入系による原子炉注水（ほう

酸水注入） 

・原子炉冷却材圧力バウンダリの圧力上昇

抑制 

g. 重大事故等時において，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧する機能 

・逃がし安全弁 

・インターフェイスシステムＬＯＣＡ隔離

弁 

h. 重大事故等時において，原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

する機能 

・低圧代替注水系（常設）による原子炉注

水 
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定口を設けて可搬型ダンパ出口風速計の検出

部を挿入する接続に統一することにより，速

やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能

な設計とする。 

 

(6) 試験・検査 

外部放出抑制設備の常設重大事故等対処設

備は，通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，外観点検，

機能性能確認等が可能な設計とする。また，当

該機能を健全に維持するため，保修等が可能

な設計とする。 

外部放出抑制設備のグローブボックス排風

機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手動ダ

ンパ，グローブボックス排気閉止ダンパ及び

工程室排気閉止ダンパは，通常時において，重

大事故等に対処するために必要な機能を確認

するため，動作確認によりダンパの固着がな

いことの確認が可能な設計とする。 

外部放出抑制設備のグローブボックス給気

フィルタ，グローブボックス排気フィルタ，グ

ローブボックス排気フィルタユニット及び工

程室排気フィルタユニットは，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な機能

を確認するため，差圧の確認によりフィルタ

の目詰まりがないことの確認が可能な設計と

する。 

外部放出抑制設備の可搬型重大事故等対処

設備に係る試験・検査は，当該設備の申請に合

わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

・低圧代替注水系（常設）による残存溶融

炉心の冷却 

・低圧代替注水系（可搬型）による原子炉

注水 

・低圧代替注水系（可搬型）による残存溶

融炉心の冷却 

・代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷

却 

・残留熱除去系（低圧注水系）による原子

炉注水 

・低圧炉心スプレイ系による原子炉注水 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）に

よる原子炉除熱 

・緊急用海水系 

・残留熱除去系海水系 

i. 通常運転時等において， 終ヒートシン

クへ熱を輸送する機能（残留熱除去系海水

系） 

j. 重大事故等時において， 終ヒートシン

クヘ熱を輸送する機能 

・格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱（放射線管理施

設，原子炉格納施設及び非常用電源設備と

兼用） 

・耐圧強化ベント系による原子炉格納容器

内の減圧及び除熱 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）に

よる原子炉除熱 

・残留熱除去系（サプレッション・プール

冷却系）によるサプレッション・プール水

の除熱 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）による原子炉格納容器内の除熱 

・残留熱除去系海水系による除熱 

・緊急用海水系による除熱 
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8.2.2 代替グローブボックス排気設備 

(1) 機能 

代替グローブボックス排気設備は，主に以下

の機能を有する。 

a.閉じ込め機能 

 

(2) 共通要因故障に対する考慮 

共通要因故障に対する考慮は，代替グロー

ブボックス排気設備の可搬型重大事故等対処

設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明

する。 

 

(3) 悪影響防止 

 代替グローブボックス排気設備の常設重大

事故等対処設備は，グローブボックス排気ダ

クトに設置するダンパ操作によって安全機能

を有する施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重

大事故等対処設備の共通要因故障に対する考

慮は，申請に合わせて次回以降に詳細を説明

する。 

 

(4) 環境条件等 

地震を要因とする重大事故等が発生した場

合に対処に用いる代替グローブボックス排気

設備の常設重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－

１－４－２－３ 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することで重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

 代替グローブボックス排気設備の常設重大

事故等対処設備は，外部からの衝撃による損

k. 重大事故等時において，原子炉格納容器

内の冷却等を行う機能 

・緊急用海水系 

・残留熱除去系海水系 

l. 重大事故等時において，原子炉格納容器

の過圧破損を防止する機能 

・代替循環冷却系による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱（原子炉格納施設と兼用） 

m. 重大事故等時において，原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却する機能 

・溶融炉心の落下遅延及び防止（原子炉格

納施設と兼用） 

n. 重大事故等時において，使用済燃料プー

ルの冷却等を行う機能 

・代替燃料プール冷却系による使用済燃料

プール冷却（核燃料物質の取扱施設及び貯

蔵施設と兼用） 

o. 重大事故等の収束に必要となる水を供給

する機能 

・重大事故等収束のための水源（核燃料物

質の取扱施設及び貯蔵施設及び原子炉格納

施設と兼用） 

・水の供給（核燃料物質の取扱施設及び貯

蔵施設及び原子炉格納施設と兼用） 

p. 重大事故等時に対処するための流路，注

水先，注入先，排出元等（核燃料物質の取

扱施設及び貯蔵施設，計測制御系統施設及

び原子炉格納施設と兼用） 

q. アクセスルート確保 

 (2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 

「（1) 機能」を考慮して，重大事故等対処

設備と設計基準事故対処設備等の多重性又

は多様性及び独立性並びに位置的分散を考

慮する対象設備を，表 3-2-1 に示す。 
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傷を防止できる燃料加工建屋に設置し，風（台

風）等により，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大

事故等対処設備は，溢水量を考慮し，影響を受

けない高さへの設置又は保管，被水防護する

設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の常設重大

事故等対処設備は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，内部発生飛散物の影響を受けない場

所に設置することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

代替グローブボックス排気設備のグローブ

ボックス排気ダクトの系統に設置するダンパ

の操作は，想定される重大事故等が発生した

場合においても操作に支障がないように，線

量率の高くなるおそれの少ない場所の選定と

して，放射線の影響を受けない異なる区画若

しくは離れた場所から操作可能な設計とす

る。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重

大事故等対処設備に係る環境条件等は，当該

設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明

する。 

 

(5) 操作性の確保 

代替グローブボックス排気設備の可搬型ダ

クトと代替グローブボックス排気設備のグロ

ーブボックス排気ダクトとの接続は，フラン

ジ接続に統一することにより，速やかに，容易

かつ確実に現場での接続が可能な設計とす

る。 

 代替グローブボックス排気設備のグローブ

ボックス排気ダクトは，通常時に使用する系

統から速やかに切り替えることができるよ

なお，当該設備のうち電源設備については，

「3.7 その他発電用原子炉の附属施設」の

「3.7.1 非常用電源設備」にて整理するも

のを含む。 

 

3.3 計測制御系統施設 

(1) 機能 

計測制御系統施設は主に以下の機能を有す

る。 

a. 通常運転時等における計測制御機能 

b. 重大事故等時における計測制御機能 

・原子炉圧力容器内の温度 

・原子炉圧力容器内の圧力 

・原子炉圧力容器内の水位 

・原子炉圧力容器への注水量 

・原子炉格納容器への注水量 

・原子炉格納容器内の温度 

・原子炉格納容器内の圧力 

・原子炉格納容器内の水位 

・原子炉格納容器内の水素濃度 

・未臨界の維持又は監視 

・ 終ヒートシンクの確保（代替循環冷却

系） 

・ 終ヒートシンクの確保（格納容器圧力

逃がし装置）（放射線管理施設と兼用） 

・ 終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

・格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

・格納容器バイパスの監視（原子炉格納容

器内の状態） 

・格納容器バイパスの監視（原子炉建屋内

の状態） 

・水源の確保 

・原子炉建屋内の水素濃度 
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う，系統に必要なダンパを設ける設計とし，そ

れぞれ簡易な接続及びダンパの操作により安

全機能を有する施設の系統から重大事故等対

処設備の系統に速やかに切り替えられる設計

とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重

大事故等対処設備に係る操作性の確保は，当

該設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説

明する。 

 

(6) 試験・検査 

 代替グローブボックス排気設備の常設重大

事故等対処設備は，通常時において，重大事故

等に対処するために必要な機能を確認するた

め，外観点検，機能性能確認等が可能な設計と

する。また，当該機能を健全に維持するため，

保修等が可能な設計とする。 

 代替グローブボックス排気設備のグローブ

ボックス給気フィルタ及びグローブボックス

排気フィルタは，通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認するた

め，差圧の確認によりフィルタの目詰まりが

ないことの確認が可能な設計とする。 

代替グローブボックス排気設備の可搬型重

大事故等対処設備に係る試験・検査は，当該設

備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉格納容器内の酸素濃度 

・発電所内の通信連絡 

・温度，圧力，水位，注水量の計測・監視 

・圧力，水位，注水量の計測・監視 

・その他 

c. 通常運転時等における原子炉制御室機能 

・反応度制御系（原子炉停止系を含む。）

に係る設備及び非常用炉心冷却系等非常時

に原子炉の安全を確保するための設備を操

作する機能 

・発電用原子炉施設の主要な系統の運転・

制御に必要な監視及び制御機能 

・その他の発電用原子炉施設を安全に運転

するために必要な機能 

・中央制御室の居住性の確保 

d. 重大事故等時における原子炉制御室機能 

・中央制御室にて操作を行う重大事故等対

処設備を操作する機能 

・中央制御室にて操作を行う重大事故等対

処設備の監視及び制御機能 

・その他の重大事故等に対処するために必

要な機能 

・中央制御室待避室による居住性の確保

（放射線管理施設と兼用） 

・可搬型照明（ＳＡ）による居住性の確保 

・酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による

居住性の確保 

・チェンジングエリアの設置及び運用によ

る汚染の持ち込みの防止 

e. 重大事故等時において，緊急停止失敗時

に発電用原子炉を未臨界にする機能 

・代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿

入 

・再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑

制 
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8.3 放射線管理施設 

放射性廃棄物の廃棄施設の設計上の考慮に

ついては，設備毎の申請に合わせて説明する

予定であり，次回以降の申請で説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 その他の加工施設 

その他の加工施設の設計上の考慮について

は，設備毎の申請に合わせて説明する予定で

あり，次回以降の申請で説明する 

 

 

・ほう酸水注入 

・自動減圧系の起動阻止スイッチによる原

子炉出力急上昇防止 

f. 重大事故等時において，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧する機能 

・原子炉減圧の自動化 

・非常用窒素供給系による窒素確保 

・非常用逃がし安全弁駆動系による原子炉

減圧 

g. 重大事故等時において，水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止する機能 

・格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容

器内酸素濃度（ＳＡ）による原子炉格納容

器 

内の水素濃度及び酸素濃度監視 

・格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器内の水素及び酸素の排出（放射線管

理 

施設，原子炉格納施設及び非常用電源設備

と兼用） 

h. 重大事故等時において，水素爆発による

原子炉建屋等の損傷を防止する機能 

・静的触媒式水素再結合器による水素濃度

抑制（原子炉格納施設と兼用） 

・原子炉建屋内の水素濃度監視 

i. 重大事故等時における緊急時対策所機能 

・必要な情報の把握 

・通信連絡 

j. 通信連絡を行うために必要な機能 

・発電所内の通信連絡 

・発電所外（社内外）の通信連絡 

k. 重大事故等時に対処するための流路，注

水先，注入先，排出元等（核燃料物質の取

扱施設及び貯蔵施設，原子炉冷却系統施設

及び原子炉格納施設と兼用） 
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基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

l. アクセスルート確保（原子炉冷却系統施

設に同じ） 

 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 

「(1) 機能」を考慮して，重大事故等対処

設備と設計基準事故対処設備等の多重性又

は多様性及び独立性並びに位置的分散を考

慮する対象設備を，表 3-3-1 に示す。 

なお，当該設備のうち電源設備について

は，「3.7 その他発電用原子炉の附属施

設」の「3.7.1 非常用電源設備」にて整理

するものを含む。 

また，計測機器の故障等により，重大事故

等に対処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難となった

場合において，当該パラメータを推定する

ための多様性を有したパラメータについ

て，表 3-3-2 及び表 3-3-3 に示す。 

表 3-3-2 及び表 3-3-3 で示すパラメータ

は，以下のとおり。 

・重要監視パラメータ 

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性

を有し，重大事故等対処設備としての要求

事項を満たした計器を少なくとも 1つ以上

有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータのうち，自主対策設備＊の

計器のみで計測されるが，計測することが

困難になった場合にその代替パラメータが

重大事故等対処設備としての要求事項を満

たした計器で計測されるパラメータをい

う。 

・重要代替監視パラメータ 
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【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 
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基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

主要パラメータの代替パラメータを計測す

る計器が重大事故等対処設備としての要求

事項を満たした計器を少なくとも 1つ以上

有するパラメータをいう。 

・常用代替監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータが自主対

策設備＊の計器のみで計測されるパラメー

タをいう。 

注記 ＊：自主対策設備とは，技術基準上の

全ての要求事項を満たすことや全てのプラ

ント状況において使用することは困難であ

るが，プラント状況によっては，事故対応に

有効な設備をいう。 

 

(3) 悪影響防止 

a. 共用 

以下の設備については，東海発電所及び東

海第二発電所で共用する設計とする。 

(a) 通信連絡設備 

重要安全施設以外の安全施設として，通信

連絡設備のうち衛星電話設備（固定型），

衛星電話設備（携帯型），電力保安通信用

電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦ

ＡＸ），テレビ会議システム（社内），統

合原子力防災ネットワークに接続する通信

連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話

及びＩＰ－ＦＡＸ），加入電話設備（加入

電話及び加入ＦＡＸ）及び専用電話設備

（専用電話（ホットライン）（地方公共団

体向））は，東海発電所で同時に通信・通

話するために必要な仕様を満足する設計と

することで，安全性を損なわない設計とす

る。 

常設重大事故等対処設備として，通信連絡

設備のうち緊急時対策所内に設置する衛星
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MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

電話設備（固定型）及び統合原子力防災ネ

ットワークに接続する通信連絡設備（テレ

ビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡ

Ｘ）は，同一の端末を使用することによ

り，端末を変更する場合に生じる情報共有

の遅延を防止することができ，安全性の向

上が図れることから，東海発電所及び東海

第二発電所で共用する設計とする。 

衛星電話設備（固定型）及び統合原子力防災

ネットワークに接続する通信連絡設備（テ

レビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－Ｆ

ＡＸ）は，共用により悪影響を及ぼさないよ

う，東海発電所及び東海第二発電所の使用

する要員が通信連絡するために必要な容量

を確保する設計とする。 

 

3.4 放射性廃棄物の廃棄施設 

(1) 機能 

放射性廃棄物の廃棄施設は主に以下の機能

を有する。 

a. 廃棄物の種類に応じて，処理又は貯蔵保

管する機能 

 

3.5 放射線管理施設 

(1) 機能 

放射線管理施設は主に以下の機能を有す

る。 

a. 通常運転時等における原子炉制御室機能 

・中央制御室の居住性の確保 

・モニタリング・ポストによる放射線量の

測定 

・放射能観測車による空気中の放射性物質

の濃度の測定 

・気象観測設備による気象観測項目の測定 

b. 重大事故等時における原子炉制御室機能 
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基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

・中央制御室換気系による居住性の確保 

・中央制御室待避室による居住性の確保

（計測制御系統施設と兼用） 

c. 重大事故等時において， 終ヒートシン

クへ熱を輸送する機能 

・格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱（原子炉冷却系統

施設，原子炉格納施設及び非常用電源設備

と兼用） 

d. 重大事故等時において，原子炉格納容器

の過圧破損を防止する機能 

・格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱（原子炉格納施設

及び非常用電源設備と兼用） 

e. 重大事故等時において，水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止する機能 

・格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器内の水素及び酸素の排出（計測制御

系統施設，原子炉格納施設及び非常用電源

設備と兼用） 

f. 重大事故等時において，使用済燃料プー

ルの冷却等を行う機能 

・使用済燃料プールの監視（核燃料物質の

取扱施設及び貯蔵施設と兼用） 

g. 重大事故等時における計測制御機能 

・原子炉格納容器内の放射線量率 

・ 終ヒートシンクの確保（格納容器圧力

逃がし装置）（計測制御系統施設と兼用） 

・ 終ヒートシンクの確保（耐圧強化ベン

ト系） 

・使用済燃料プールの監視（核燃料物質の

取扱施設及び貯蔵施設と兼用） 

h. 重大事故等時における監視測定機能 

・放射線量の代替測定 

・放射能観測車の代替測定 
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MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

・気象観測設備の代替測定 

・放射線量の測定 

・放射性物質濃度（空気中・水中・土壌

中）及び海上モニタリング 

i. 重大事故等時における緊急時対策所機能 

・緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時

対策所加圧設備による放射線防護 

・放射線量の測定 

j. アクセスルート確保（原子炉冷却系統施

設に同じ） 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 

「(1) 機能」を考慮して，重大事故等対処

設備と設計基準事故対処設備等の多重性又

は多様性及び独立性並びに位置的分散を考

慮する対象設備を，表 3-4-1 に示す。 

なお，当該設備のうち電源設備については，

「3.7 その他発電用原子炉の附属施設」の

「3.7.1 非常用電源設備」にて整理するも

のを含む。 

a. 単一設計 

(a) 中央制御室換気系 

設計基準事故が発生した場合に長期間にわ

たって機能が要求される静的機器のうち，

単一設計とする中央制御室換気系のダクト

の一部については，当該設備に要求される

原子炉制御室非常用換気空調機能が喪失す

る単一故障のうち，想定される も過酷な

条件として，ダクトの全周破断を想定して

も，安全上支障のない期間に単一故障を確

実に除去又は修復できる設計とし，その単

一故障を仮定しない。 

想定される単一故障の発生に伴う中央制御

室の運転員の被ばく量は，設計基準事故時

に，ダクトの全周破断に伴う漏えいを考慮
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し，保守的に単一故障を除去又は修復がで

きない場合で評価したとしても，緊急作業

時に係る線源強度を下回ることを確認し

た。 

単一設計における主要解析条件の比較を表

3-7-1 に，ダクト全周破断時の影響評価を

表 3-7-2 に示す。 

また，単一故障の除去又は修復のための作

業期間として想定する 2 日間を考慮し，修

復作業に係る従事者の被ばく線量は緊急時

作業に係る線量限度に照らしても十分小さ

くする設計とする。 

中央制御室換気系のうち単一設計とすると

するダクトの一部の設計に当たっては，想

定される単一故障の除去又は修復のための

アクセスが可能であり，かつ，補修作業が容

易となる設計とし，修復作業に係る従事者

の被ばく線量を緊急時作業にかかる線量強

度に照らしても十分小さくなるよう保安規

定に基づき管理する。 

 

(3) 悪影響防止 

a. 共用 

以下の設備については，東海発電所及び東

海第二発電所で共用する設計とする。 

(a) 緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所非常

用換気設備及び緊急時対策所用差圧計 

常設重大事故等対処設備として，緊急時対

策所は，事故対応において東海第二発電所

及び廃止措置中の東海発電所双方のプラン

ト状況を考慮した指揮命令を行う必要があ

るため，緊急時対策所を共用化し，事故収

束に必要な緊急時対策所遮蔽，緊急時対策

所非常用換気設備（緊急時対策所非常用送

風機及び緊急時対策所非常用フィルタ装
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置）及び緊急時対策所用差圧計を設置す

る。共用により，必要な情報（相互のプラ

ント状況，運転員の対応状況等）を共有・

考慮しながら，総合的な管理（事故処置を

含む。）を行うことで，安全性の向上が図

れることから，東海第二発電所及び廃止措

置中の東海発電所で共用する設計とする。 

各設備は，共用により悪影響を及ぼさない

よう，発電所の区分けなく使用できる設計

とする。 

 

3.6 原子炉格納施設 

(1) 機能 

原子炉格納施設は主に以下の機能を有す

る。 

a. 通常運転時等における原子炉格納容器バ

ウンダリ機能 

b. 重大事故等時において， 終ヒートシン

クへ熱を輸送するための設備 

・格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱（原子炉冷却系統

施設，放射線管理施設及び非常用電源設備

と兼用） 

c. 重大事故等時において，原子炉格納容器

内の冷却等を行う機能 

・代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に

よる原子炉格納容器内の冷却 

・代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

による原子炉格納容器内の冷却 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系）による原子炉格納容器内の除熱 

・残留熱除去系（サプレッション・プール

冷却系）によるサプレッション・プール水

の除熱 
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d. 重大事故等時において，原子炉格納容器

の過圧破損を防止する機能 

・代替循環冷却系による原子炉格納容器内

の減圧及び除熱（原子炉冷却系統施設と兼

用） 

・格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱（放射線管理施設

及び非常用電源設備と兼用） 

e. 重大事故等時において，原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却する機能 

・格納容器下部注水系（常設）によるペデ

スタル（ドライウェル部）への注水 

・格納容器下部注水系（可搬型）によるペ

デスタル（ドライウェル部）への注水 

・溶融炉心の落下遅延及び防止（原子炉冷

却系統施設と兼用） 

f. 重大事故等時において，水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止する機能 

・可搬型窒素供給装置による原子炉格納容

器内の不活性化（非常用電源設備と兼用） 

・格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器内の水素及び酸素の排出（計測制御

系統施設，放射線管理施設及び非常電源設

備と兼用） 

g. 重大事故等時において，水素爆発による

原子炉建屋等の損傷を防止する機能 

・原子炉建屋ガス処理系による水素排出 

・静的触媒式水素再結合器による水素濃度

抑制（計測制御系統施設と兼用） 

h. 工場等外への放射性物質の拡散を抑制す

る機能 

・大気への放射性物質の拡散抑制（核燃料

物質の取扱施設及び貯蔵施設と兼用） 

・海洋への放射性物質の拡散抑制（核燃料

物質の取扱施設及び貯蔵施設と兼用） 
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・航空機燃料火災への泡消火 

i. 重大事故等の収束に必要となる水を供給

する機能 

・重大事故等収束のための水源（核燃料物

質の取扱施設及び貯蔵施設及び原子炉冷却

系統施設と兼用） 

・水の供給（核燃料物質の取扱施設及び貯

蔵施設及び原子炉冷却系統施設と兼用） 

j. 重大事故等時における原子炉制御室機能 

・原子炉建屋ガス処理系による居住性の確

保 

・原子炉建屋外側ブローアウトパネルの閉

止による居住性の確保 

k. 重大事故等時に対処するための流路，注

水先，注入先，排出元等（核燃料物質の取

扱施設及び貯蔵施設，原子炉冷却系統施設

及び計測制御系統施設と兼用） 

l. アクセスルート確保（原子炉冷却系統施

設に同じ） 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 

「(1) 機能」を考慮して，重大事故等対処

設備と設計基準事故対処設備等の多重性又

は多様性及び独立性並びに位置的分散を考

慮する対象設備を，表 3-5-1 に示す。 

なお，当該設備のうち電源設備については，

「3.7 その他発電用原子炉の附属施設」の

「3.7.1 非常用電源設備」にて整理するも

のを含む。 

 

a. 単一設計 

(a) 原子炉建屋ガス処理系 

設計基準事故が発生した場合に長期間にわ

たって機能が要求される静的機器のうち，

単一設計とする原子炉建屋ガス処理系の配
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管の一部については，当該設備に要求され

る原子炉格納容器内又は放射性物質が原子

炉格納容器内から漏れ出た場所の雰囲気中

の放射性物質の濃度低減機能が喪失する単

一故障のうち，想定される も過酷な条件

として，配管の全周破断を想定しても，安

全上支障のない期間に単一故障を確実に除

去又は修復できる設計とし，その単一故障

を仮定しない。 

想定される単一故障の発生に伴う周辺公衆

に対する放射線被ばくは，設計基準事故時

に，配管の全周破断に伴う漏えいを考慮

し，保守的に単一故障を除去又は修復がで

きない場合で評価したとしても，「発電用

軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査

指針」に示された設計基準事故時の判断基

準を下回ることを確認した。 

単一設計における主要解析条件の比較を表

3-7-3 及び表 3-7-4 に，配管全周破断時の

影響評価を表 3-7-5 及び表 3-7-6 に示す。 

また，単一故障の除去又は修復のための作

業期間として想定する屋外の場合 4 日間，

屋内の場合 2 日間を考慮し，修復作業に係

る従事者の被ばく線量は緊急時作業に係る

線量限度に照らしても十分小さくする設計

とする。 

原子炉建屋ガス処理系のうち単一設計とす

るとする配管の一部の設計に当たっては，

想定される単一故障の除去又は修復のため

のアクセスが可能であり，かつ，補修作業が

容易となる設計とし，修復作業に係る従事

者の被ばく線量を緊急時作業にかかる線量

強度に照らしても十分小さくなるよう保安

規定に基づき管理する。 
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(b) 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系） 

設計基準事故が発生した場合に長期間にわ

たって機能が要求される静的機器のうち，

単一設計とする残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却系）のスプレイヘッダ（サプレ

ッション・チェンバ側）については，想定

される も過酷な単一故障の条件として，

配管 1 箇所の全周破断を想定した場合にお

いても，原子炉格納容器の冷却機能を達成

できる設計とする。 

また，静的機器の単一故障としてスプレイ

ヘッダ（サプレッション・チェンバ側）の

全周破断を仮定しても，残留熱除去系 2 系

統にてドライウェルスプレイを行うか，又

は 1 系統をドライウェルスプレイ，もう 1 

系統を残留熱除去系（サプレッション・プ

ール 

冷却系）で運転することで原子炉格納容器

の冷却機能を代替できる設計とする。 

単一設計における主要解析条件の比較を表

3-7-7 に，スプレイヘッダ（サプレッショ

ン・チェンバ側）全周破断時の影響評価を表

3-7-8 に示す。なお，評価に当たっては，本

来は残留熱除去系 2 系統の作動に期待でき

るものの，保守的に残留熱除去系 1 系統の

作動に期待し，破断口から注水される水が

サプレッション・チェンバの冷却に寄与し

ないものとした。 

(3) 悪影響防止 

a. 重大事故等対処設備使用時及び通常待機

時の系統的な影響（電気的な影響を含

む。） 

(a) ブローアウトパネル閉止装置 
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原子炉建屋外側ブローアウトパネルは，誤

開放しない設計又は開放した場合において

も閉止できる若しくはブローアウトパネル

閉止装置にて開口部を速やかに閉止できる

設計とし，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

悪影響防止を含めた原子炉建屋外側ブロー

アウトパネル及びブローアウトパネル閉止

装置等の機能要求に対する設計について

は，別添 4「ブローアウトパネル関連設備の

設計方針」に示す。 

 

3.7 その他発電用原子炉の附属施設 

3.7.1 非常用電源設備 

(1) 機能 

非常用電源設備は主に以下の機能を有す

る。 

a. 通常運転時等における非常用電源機能 

b. 重大事故等時における非常用電源機能 

・常設代替交流電源設備による給電 

・可搬型代替交流電源設備による給電 

・所内常設直流電源設備による給電 

・可搬型代替直流電源設備による給電 

・代替所内電気設備による給電 

・非常用交流電源設備 

・非常用直流電源設備 

・燃料給油設備による給油（補機駆動用燃

料設備と兼用） 

c. 重大事故等時において，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧する機能 

・可搬型代替直流電源設備による逃がし安

全弁機能回復 

・逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃が

し安全弁機能回復 
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d. 重大事故等時において， 終ヒートシン

クへ熱を輸送する機能 

・格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱（原子炉冷却系統

施設，放射線管理施設及び原子炉格納施設

と兼用） 

e. 重大事故等時において，原子炉格納容器

の過圧破損を防止する機能 

・格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱（放射線管理施設

及び原子炉格納施設と兼用） 

f. 重大事故等時において，水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止する機能 

・可搬型窒素供給装置による原子炉格納容

器内の不活性化（原子炉格納施設と兼用） 

・格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器内の水素及び酸素の排出（計測制御

系統施設，放射線管理施設及び原子炉格納

施設と兼用） 

g. 重大事故等時における緊急時対策所機能 

・緊急時対策所用代替電源設備による給電 

h. アクセスルート確保（原子炉冷却系統施

設に同じ） 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 

「（1） 機能」を考慮して，重大事故等対

処設備と設計基準事故対処設備等の多重性

又は多様性及び独立性並びに位置的分散を

考慮する対象設備を，表 3-6-1 に示す。 

a. 非常用の計測制御用電源設備 

非常用の計測制御用電源設備は，計装用主

母線 2 母線及び計装用分電盤 3 母線で構成

する。計装用分電盤２Ａ及び２Ｂは，2 系統

に分離独立する設計とし，それぞれ非常用

無停電電源装置から給電することで，多重

286



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 138 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

性及び独立性を図った設計とする。 

(3) 悪影響防止 

a. 共用 

以下の設備については，東海発電所及び東

海第二発電所で共用する設計とする。 

(a) 緊急時対策所用代替電源設備 

常設重大事故等対処設備として，緊急時対

策所は，事故対応において東海第二発電所

及び廃止措置中の東海発電所双方のプラン

ト状況を考慮した指揮命令を行う必要があ

るため，緊急時対策所を共用化し，事故収

束に必要な緊急時対策所用代替電源設備

（緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用

発電機燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所

用発電機給油ポンプ）を設置する。共用に

より，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員の対応状況等）を共有・考慮しなが

ら，総合的な管理（事故処置を含む。）を

行うことで，安全性の向上が図れることか

ら，東海第二発電所及び廃止措置中の東海

発電所で共用する設計とする。 

各設備は，共用により悪影響を及ぼさない

よう，発電所の区分けなく使用できる設計

とする。 

 

3.7.2 常用電源設備 

(1) 機能 

常用電源設備は主に以下の機能を有する。 

a. 通常運転時等における保安電源機能 

 

3.7.3 補助ボイラー 

(1) 機能 

補助ボイラーは主に以下の機能を有する。 

a. タービンのグランド蒸気，廃棄物処理系

の濃縮器，屋外タンク配管の保温及び各
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 139 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

種建屋等の暖房用の蒸気供給機能 

 

3.7.4 火災防護設備 

火災防護設備は主に以下の機能を有する。 

(1) 機能 

a. 火災の発生防止，感知，消火，影響軽減

機能 

(2) 悪影響防止 

a. 共用 

以下の設備については，東海発電所及び東

海第二発電所で共用する設計とする。 

 (a) 火災感知設備 

重要安全施設以外の安全施設として，火災

防護設備である火災感知設備の一部は，共

用する火災区域に設け，中央制御室での監

視を可能とすることで，共用により発電用

原子炉の安全性を損なわない設計とする。 

 (b) 消火系 

重要安全施設以外の安全施設として，火災

防護設備である消火系のうち電動機駆動消

火ポンプ，構内消火用ポンプ，ディーゼル

駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動構内消火

ポンプ，ろ過水貯蔵タンク，原水タンク及

び多目的タンクは，必要な容量をそれぞれ

確保するとともに，接続部の弁を閉操作す

ることにより隔離できる設計とすること

で，安全性を損なわない設計とする。 

(c) 火災区域構造物 

重要安全施設以外の安全施設として，火災

防護設備である火災区域構造物のうち固体

廃棄物作業建屋及び固体廃棄物貯蔵庫は，

共用する火災区域に必要な構造物により構

成し，共用により発電用原子炉の安全性を

損なわない設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 140 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

3.7.5 浸水防護施設 

浸水防護施設は主に以下の機能を有する。 

(1) 機能 

a. 津波防護機能 

b. 浸水防止機能 

c. 津波監視機能 

 

3.7.6 補機駆動用燃料設備 

(1) 機能 

補機駆動用燃料設備は主に以下の機能を有

する。 

a. 重大事故等時における補機駆動用燃料の

供給機能 

b. アクセスルート確保（原子炉冷却系統施

設に同じ） 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 

「(1) 機能」を考慮して，重大事故等対処

設備と設計基準事故対処設備等の多重性又

は多様性及び独立性並びに位置的分散を考

慮する対象設備を，表 3-6-2 に示す。 

(3) 悪影響防止 

a. 共用 

以下の設備については，東海発電所及び東

海第二発電所で共用する設計とする。 

 (a) ディーゼル駆動消火ポンプ用燃料タン

ク 

重要安全施設以外の安全施設として，ディ

ーゼル駆動消火ポンプ燃料タンクは，ディ

ーゼル駆動消火ポンプの機能を達成するた

めに必要となる容量を有することで，共用

により発電用原子炉の安全性を損なわない

設計とする。 

 

3.7.7 非常用取水設備 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 141 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

非常用取水設備は主に以下の機能を有す

る。 

(1) 機能 

a. 通常運転時等における流路としての機能 

b. 重大事故等時における流路としての機能 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 

「(1) 機能」を考慮して，重大事故等対処設

備と設計基準事故対処設備等の多重性又は

多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮

する対象設備を，表 3-6-3 に示す。 

 

3.7.8 緊急時対策所 

(1) 機能 

緊急時対策所は主に以下の機能を有する。 

a. 通常運転時等における緊急時対策所機能 

b. 重大事故等時における緊急時対策所機能 

・緊急時対策所非常用換気設備及び緊急時

対策所加圧設備による放射線防護（放射線

管理施設） 

・緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭

素濃度の測定 

・放射線量の測定（放射線管理施設） 

・必要な情報の把握（計測制御系統施設） 

・通信連絡（計測制御系統施設） 

・緊急時対策所用代替電源設備による給電

（非常用電源設備） 

b. アクセスルート確保（原子炉冷却系統施

設に同じ） 

(2) 多重性又は多様性及び独立性並びに位

置的分散 

「（1） 機能」を考慮して，重大事故等対

処設備と設計基準事故対処設備等の多重性

又は多様性及び独立性並びに位置的分散を

考慮する対象設備を，表 3-6-4 に示す。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 142 / 142 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】    別紙４-１ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－６ 

なお，当該設備のうち電源設備については，

「3.7.1 非常用電源設備」にて整理するも

のを含む。 

(3) 悪影響防止 

a. 共用 

以下の設備については，東海発電所及び東

海第二発電所で共用する設計とする。 

(a) 緊急時対策所 

重要安全施設以外の安全施設として，緊急

時対策所は，東海発電所と同時発災時に対

応するために必要な居住性を確保する設計

とすることで，安全性を損なわない設計と

する。 

常設重大事故等対処設備として，緊急時対

策所は，事故対応において東海第二発電所

及び廃止措置中の東海発電所双方のプラン

ト状況を考慮した指揮命令を行う必要があ

るため，緊急時対策所を共用化し，事故収

束に必要な緊急時対策所遮蔽，緊急時対策

所非常用換気設備等を設置する。共用によ

り，必要な情報（相互のプラント状況，運

転員の対応状況等）を共有・考慮しなが

ら，総合的な管理（事故処置を含む。）を

行うことで，安全性の向上が図れることか

ら，東海第二発電所及び廃止措置中の東海

発電所で共用する設計とする。 

各設備は，共用により悪影響を及ぼさない

よう，発電所の区分けなく使用できる設計

とする。 
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重大事故等対処設備の設計方針 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較( 1 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－６ 

 Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処

設備の設計方針 

1. 概要 

2. 設計方針 

2.1 基本方針 

2.2 竜巻への考慮 

2.3 外部火災への考慮 

2.4 火山への考慮 

2.5 溢水への考慮 

2.6 可搬型重大事故等対処設備の地震への

考慮 

 

1.概要 

本資料は，「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事

故等対処設備が使用される条件の下におけ

る健全性に関する説明書」にて示した重大事

故等対処設備の機能維持に係る設計方針を

整理した上で，各設備の要求機能及び性能目

標を明確にし，各設備の機能設計等について

説明するものである。 

 

2. 設計方針 

2.1 基本方針 

重大事故等対処設備は，想定する重大事

故等の環境条件を考慮した上で期待する

機能が発揮できる設計とする。 

想定する重大事故等の環境条件のうち，

竜巻，外部火災，火山，溢水及び可搬型重

大事故等対処設備の地震への考慮につい

て以下に示す。 

 

  

 

下線： 
 ・プラントの違いによらない記載

内容の差異 
 ・章⽴ての違いによる記載位置の

違いによる差異 
⼆重下線： 
 ・プラント固有の事項による記載

内容の差異 
 ・後次回の申請範囲に伴う差異 
破線下線： 

・基本設計⽅針での後次回申請に
よる差異 
    ：「Ⅴ−１−１−４−1 

安全機能を有する施設が
使⽤される条件の下にお
ける健全性に関する説明
書」及び別項⽬「Ⅴ-1-
1-5 加⼯施設への⼈の
不法な侵⼊等の防⽌に関
する説明書」で⽐較する

【凡例】 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 2 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

4. 環境条件等 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因と

する重大事故等に対処するものと外的事象

を要因とする重大事故等に対処するものそ

れぞれに対して想定される重大事故等が発

生した場合における温度，圧力，湿度，放射

線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮

できるよう，その設置場所(使用場所)及び保

管場所に応じた耐環境性を有する設計とす

るとともに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大

事故等における温度，圧力，湿度，放射線，

荷重に加えて，重大事故による環境の変化を

考慮した環境温度，環境圧力，環境湿度によ

る影響，重大事故等時に汽水を供給する系統

への影響，自然現象による影響，人為事象の

影響及び周辺機器等からの影響を考慮する。 

荷重としては，重大事故等が発生した場合

における機械的荷重に加えて，環境温度，環

境圧力(以下「重大事故等時に生ずる荷重」

という。)及び自然現象(地震，風(台風)，竜

巻，積雪及び火山の影響)による荷重を考慮

する。 

自然現象については，重大事故等時にお

ける敷地及びその周辺での発生の可能性，

重大事故等対処設備への影響度，事象進展

速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，重大事故等時に重大事故等対処設備に

影響を与えるおそれがある事象として，地

震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び塩害を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 竜巻への考慮 

2.2.1 竜巻防護に関する基本方針 

重大事故等対処設備は，事業(変更)許可を

受けた想定される竜巻(以下「設計竜巻」と

いう。)が発生した場合においても，作用す

る設計荷重に対して重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，「Ⅴ－１－１－１－１ 自然現象等

への配慮に関する説明書」の「4.1 自然現象

に対する防護対策 (1) 風(台風)」及び

「2.4.1.4(1) b. 構造物への粒子の衝突に

1. 概要 

本資料は，発電用原子炉施設の竜巻防護設

計が「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則」（以下「技術基準規

則」という。）第 7 条及びその「実用発電用

原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則の解釈」（以下「解釈」という。）に

適合することを説明し，技術基準規則第 54 

条及び解釈に規定される「重大事故等対処設

備」を踏まえた重大事故等対処設備への配慮

についても説明するものである。 

 

2. 竜巻防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

外部事象防護対象施設が，設計竜巻により

その安全機能が損なわれないよう，設計時に

それぞれの施設の設置状況等を考慮して，竜

巻より防護すべき施設に対する設計竜巻か

らの影響を評価し，外部事象防護対象施設が

安全機能を損なうおそれがある場合は，影響

に応じた防護対策を講じる設計とする。 

重大事故等対処設備は重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれないよう

に，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大

事故等対処設備が使用される条件の下にお

ける健全性に関する説明書」の位置的分散，

悪影響防止，環境条件等を考慮した設計とす

る。 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施

設に対する自然現象等による損傷の防止に

関する基本方針」の「3.1.1 (2）風（台風）」

を踏まえ，風（台風）に対する設計について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社において，外部事象

防護対象施設は「Ⅴ－１

－１－１－２ 竜巻への

配慮に関する説明書」に

て示すこととしているた

め，記載による差異はな

い。(以降同様) 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 3 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

自然現象による荷重の組合せについては，

地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影

響を考慮する。 

人為事象については，重大事故等時にお

ける敷地及びその周辺での発生の可能性，

重大事故等対処設備への影響度，事象進展

速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，重大事故等時に重大事故等対処設備に

影響を与えるおそれのある事象として，敷

地内における化学物質の漏えい及び電磁的

障害を選定する。なお，これらの自然現象

及び人為事象については，設計基準対象施

設について考慮する「Ⅴ－１－１－１自然

現象等による損傷の防止に関する説明書」

に示す条件を設定する。 

また，人為事象のうち，有毒ガスとして想

定される六ケ所ウラン濃縮工場から漏えい

する有毒ガスについては重大事故等対処設

備に対して影響を及ぼすことはないことか

ら考慮は不要である。人為事象のうち，航

空機落下については，外部からの衝撃によ

る損傷の防止が図られた燃料加工建屋内に

設置するか，又は設計基準に対処するため

の設備の安全機能と同時にその機能がそこ

なわれるおそれがないよう，位置的分散を

図る。燃料加工建屋の航空機落下に対する

設計は「Ｖ－１－１－１－５ 航空機に対す

る防護設計に関する説明書」に示す。 

 

重大事故等の要因となるおそれとなる事

業(変更)許可を受けた設計基準事故におい

対する設計方針」に記載している粒子の衝突

による影響についても，竜巻防護に対する設

計方針の中で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も，竜巻に対する設計で確認する。確認結果

については本資料で示し，包括関係を確認す

る。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 4 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

て想定した条件より厳しい条件を要因とし

た外的事象の地震の影響を考慮する。 

周辺機器等からの影響としては，地震，

火災，溢水による波及的影響及び内部発生

飛散物を考慮する。 

また，同時に発生する可能性のある再処

理施設における重大事故等による影響につ

いても考慮する。 

a.常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機

能が有効に発揮できるよう，その設置場所

(使用場所)に応じた耐環境性を有する設計

とする。 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重

大事故等対処設備は，重大事故等時における

建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重

大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線並びに荷重

への具体的な設計方針は「(2)重大事故等時

における条件の影響」に示す。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への

影響に対して常時汽水を通水するコンクリ

ート構造物については，腐食を考慮した設計

とする。 

地震に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ⅲ 耐震性に関する説明書」に記載する地

震力による荷重を考慮して，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 5 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故

において想定した条件より厳しい条件を要

因とした外的事象の地震に対して，地震を要

因とする重大事故等に対処するために重大

事故等時に機能を期待する常設重大事故等

対処設備は，「6. 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とする。 

さらに，地震に対して常設重大事故等対処設

備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影

響によって重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。また，当該設備

周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮

して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転

倒防止，固縛の措置を行う設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備は，地

震により機能が損なわれる場合，代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修理の対応を行うこと，関連す

る工程の停止等又はこれらを適切に組み合

わせることにより，機能を損なわない設計と

する。代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修理の対応を

行うこと，関連する工程を停止すること等に

ついては，保安規定に定めて，管理する。 

溢水に対して常設重大事故等対処設備は，想

定する溢水量に対して，機能を損なわない高

さへの設置，被水防護を行うことにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわな
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 6 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

い設計とする。 

具体的には，常設重大事故等対処設備のう

ち，溢水によって必要な機能が損なわれない

静的な構築物，系統及び機器を除く設備が没

水，被水等の影響を受けて機能を損なわない

設計とする。没水，被水等の影響を考慮する

常設重大事故等対処設備の選定については，

「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対

処設備の設計方針」に示し，想定する溢水量

に対する評価方針及び評価結果については，

「Ｖ－１－１－７ 加工施設内における溢

水による損傷の防止に関する説明書」に示

す。 

重大事故等対処設備の溢水に対する対象の

選定，評価方針及び評価結果については，重

大事故等対処設備の申請に合わせて次回以

降に詳細を説明する。 

火災に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に

関する説明書」に基づく設計とすることによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢

水及び火災による損傷を考慮して，代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修理の対応を行うこと，関連

する工程の停止等又はこれらを適切に組み

合わせることにより，機能を損なわない設計

とする。代替設備により必要な機能を確保す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1 竜巻防護に対する設計方針 

設計竜巻から防護する重大事故等対処設

備としては，重大事故時にその機能を期待す

る構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する

観点から，重大事故等対処設備を保管又は設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 竜巻より防護すべき施設 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施

設に対する自然現象等による損傷の防止に

関する基本方針」の「2.3 外部からの衝撃よ

り防護すべき施設」に従い，竜巻より防護す
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 7 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

ること，安全上支障のない期間で修理の対応

を行うこと，関連する工程を停止すること等

については，保安規定に定めて，管理する。 

津波に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ⅴ－１－１－１－６ 津波への配慮に関

する説明書」に基づく設計とする。 

屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台

風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び

火山の影響に対して外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保

管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊急

時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び洞

道に設置し，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台

風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対して，

風(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及

び降下火砕物による積載荷重により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による

荷重への具体的な設計方針は「(3)自然現象

により発生する荷重の影響」に示す。 

 

4. 環境条件等(1)環境条件 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，

積雪及び火山の影響に対して屋内の可搬

型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる燃料加工建屋，第

１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，

置する構築物，系統及び機器を対象とする。

重大事故等対処設備及びそれらを収納する

建屋等は，竜巻に対し，機械的強度を有する

こと等により，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

設計竜巻から防護する重大事故等対処設

備は，以下のように分類できる。 

(1) 建屋等内の重大事故等対処設備(外気

と繋がっている重大事故等対処設備を

除く)  

(2) 建屋等内の設備で外気と繋がっている

重大事故等対処設備 

(3) 屋外の重大事故等対処設備 

 

また，施設の倒壊等により重大事故等対処

設備及びそれらを収納する建屋等に波及的

影響を及ぼして重大事故等への対処に必要

な機能を損なわせるおそれがある施設の影

響及び竜巻の随伴事象による影響を考慮し

た設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

べき施設は，外部事象防護対象施設及び重大

事故等対処設備とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「建屋等」については，後

段の「2.2.2 竜巻の影響

を考慮する重大事故等対

処設備の選定」で明確化

することから，「等」はそ

のままとした。 

 

「機械的強度を有するこ

と等」の指す内容は機械

的強度を有すること及び

機能を損なわないための

運用上の措置を指すが，

後段の「2.2.1.4 竜巻の

影響を考慮する重大事故

等対処設備に対する竜巻

防護設計」で明確化する

ことから，「等」はそのま

まとした。 

 

「倒壊等」の指す内容は，

倒壊又は転倒(機械的影

響)，付属施設の破損(機

能的影響)であり，後段の

「2.2.1.4(1)a.(e) 重大

事故等対処設備及びそれ

らを収納する建屋等に波

及的影響を及ぼし得る施

設」で示すため当該箇所

では「等」とした。 

 

 

 

299



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 8 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

緊急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及

び洞道に保管し，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風

(台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対

して，風(台風)及び竜巻による風荷重，積

雪荷重及び降下火砕物のよる積載荷重に

より重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

 

凍結に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への配

慮に関する説明書」にて設定する凍結にお

いて考慮する外気温に対して，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。具体的には，屋内の常設重大事故等

対処設備は，外部からの損傷を防止できる

建屋等内に設置することにより重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。また，屋外の常設重大事故等対処設

備は，凍結防止対策により重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

高温に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への配

慮に関する説明書」にて設定する高温にお

いて考慮する外気温に対して，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。具体的には，屋内の常設重大事故等

対処設備は，外部からの損傷を防止できる

建屋等内に設置することにより重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 9 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

する。また，屋外の常設重大事故等対処設

備は，高温防止対策により重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

降水に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への配

慮に関する説明書」にて設定する設計基準

降水量に対して，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。具体的

には，屋内の常設重大事故等対処設備は，

外部からの損傷を防止できる建屋等内に設

置することにより重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。また，

屋外の常設重大事故等対処設備は，防水対

策により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備は，風

(台風)，竜巻，積雪，火山の影響，凍結，高

温及び降水により機能が損なわれる場合，代

替設備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修理の対応を行うこ

と，関連する工程の停止等又はこれらを適切

に組み合わせることにより，機能を損なわな

い設計とする。代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で修理

の対応を行うこと，関連する工程を停止する

こと等については，保安規定に定めて，管理

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内的事象を要因とする重大事故等へ対処

する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と

兼用する常設重大事故等対処設備は，竜巻に

より機能が損なわれる場合，代替設備により

必要な機能を確保すること，安全上支障のな

い期間で修理の対応を行うこと，関連する工

程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ

ることにより，機能を損なわない設計とす

る。代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の対応を行

うこと，関連する工程を停止すること等につ

いては，保安規定に定めて，管理する。 

 

なお，再処理施設にて設置されMOXにおい
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 10 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

4. 環境条件等(3)自然現象により発生す

る荷重の影響 

a. 常設重大事故等対処設備 

竜巻による荷重に対して常設重大事故等

対処設備を収納する建屋等及び屋外の常

設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１

－１－２ 竜巻への配慮に関する説明

書」に基づき算出する設計荷重を考慮

し，主要構造の構造健全性を維持すると

ともに，個々の部材の破損により重大事

故等に対処するために必要な機能を損な

わない，また，設計飛来物の衝突に対

し，貫通及び裏面剥離の発生により重大

事故等に対処するために必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

4. 環境条件等(3)自然現象により発生す

る荷重の影響 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

竜巻による荷重に対して可搬型重大事

故等対処設備を収納する建屋等は，「Ⅴ－

１－１－１－２ 竜巻への配慮に関する

説明書」に基づき算出する設計荷重を考

慮し，主要構造の構造健全性を維持する

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

に合わせて説明する予定であり，次回以降の

申請で説明する。 

 

 

 

 

2.2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定 

(1) 設計竜巻の設定 

風圧力による荷重及び気圧差による荷重

は，「Ⅴ－１－１―４－２ 重大事故等対処

設備が使用される条件の下における健全性

に関する説明書」の「4. 環境条件等」に基

づき，「Ⅴ－１－１－１－２－１ 竜巻への

配慮に関する基本方針」の「2.1.2 設計竜

巻及び設計飛来物の設定」の「(1) 設計竜

巻の設定」に示す値を設定する。 

 

 

具体的な設計方針を，「2.2.4 竜巻の影響

を考慮する重大事故等対処設備の設計方針」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定 

設計竜巻及び設計飛来物の設定について，

以下に示す。 

(1) 設計竜巻 

設計竜巻の 大風速は 100 m/s と設定す

る。設計竜巻の 大風速 100 m/s に対して，

風（台風）の風速は 30 m/s であるため，風

（台風）の設計は竜巻の設計に包絡される。 

 

 

 

 

 

 

具体的な設計方針を，添付書類「Ⅴ-1-1-2-

3-3 竜巻防護に関する施設の設計方針」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成の差異によるも

のであるため，記載の差

異により新たな論点が生

じるものではない 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 11 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

とともに，個々の部材の破損により重大

事故等に対処するために必要な機能を損

なわない，また，設計飛来物の衝突に対

し，貫通及び裏面剥離の発生により重大

事故等に対処するために必要な機能を損

なわない設計とする。 

 竜巻による荷重に対して屋外の可搬型

重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－

１－２ 竜巻への配慮に関する説明書」

に基づき算出する風荷重を考慮し，必要

により当該設備又は当該設備を収納する

ものに対して転倒防止，固縛等の措置を

講じて保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせ

ずに発生する重大事故等に対処する常設重

大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 

自然現象等への配慮に関する説明書」にて設

定する雷撃電流に対して，重大事故等への対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設計飛来物の設定 

設計飛来物の設定は，「Ⅴ－１－１－１－

２－１ 竜巻への配慮に関する基本方針」の

「2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定」

の「(2) 設計飛来物の設定」に基づき設定

する。その場合において「竜巻防護対象施設」

を「重大事故等対処設備」に，「竜巻防護対

象施設等」を「重大事故等対処設備及びそれ

らを収納する建屋等」に読み替えて適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設計飛来物 

設置（変更）許可を受けたとおり，固縛等

の運用，管理を考慮して，飛来した場合に運

動エネルギ又は貫通力が も大きくなる鋼

製材（長さ 4.2 m×幅 0.3 m×高さ 0.2 m，

質量 135 kg，飛来時の水平速度 51 m/s，飛

来時の鉛直速度 34 m/s）を設計飛来物とし

て設定する。また，評価対象物の設置状況及

びその他環境状況に応じて，砂利について

も，評価において設計飛来物に代わる飛来物

として設定する。 

 

なお，東海発電所を含む当社敷地内におい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成の差異によるも

のであるため，記載の差

異により新たな論点が生

じるものではない 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 12 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

処に必要な機能を損なわない設計とする。具

体的には，直撃雷及び間接雷を考慮した設計

を行う。直撃雷に対して，当該設備は当該設

備自体が構内接地網と連接した避雷設備を

有する設計とする又は構内接地網と連接し

た避雷設備を有する建屋等に設置する。間接

雷に対して，当該設備は雷サージによる影響

を軽減できる設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち

安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設と兼用する常設重大事故等対処設備

は，落雷により機能が損なわれる場合，代

替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理の対応を行う

こと，関連する工程の停止等又はこれらを

適切に組み合わせることにより，機能を損

なわない設計とする。代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障のない

期間で修理の対応を行うこと，関連する工

程を停止すること等については，保安規定

に定めて，管理する。 

生物学的事象に対して常設重大事故等対

処設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象

等への配慮に関する説明書」にて選定する対

象生物に対して，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。具体的に

は，これら生物の侵入を防止又は抑制するこ

とにより，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

森林火災に対して常設重大事故等対処設

備は，「Ｖ－１－１－１－３ 外部火災への

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て，飛来した場合の運動エネルギ又は貫通が

設計飛来物である鋼製材より大きな資機材

等については，その保管場所，設置場所等を

考慮し，外部事象防護対象施設，防護対策施

設及び外部事象防護対象施設を内包する施

設に衝突し，外部事象防護対象施設の機能に

影響を及ぼす可能性がある場合には，固縛，

固定又は外部事象防護対象施設，防護対策施

設及び外部事象防護対象施設を内包する施

設からの離隔，撤去並びに車両の入構管理及

び退避を実施することを保安規定に定め，運

用を行う。 

 

また，当社敷地近傍の隣接事業所から，上

記の設計飛来物（鋼製材）の運動エネルギ又

は貫通力を上回る飛来物が想定される場合

は，隣接事業所との合意文書に基づきフェン

ス等の設置により飛来物となるものを配置

できない設計とすること若しくは当該飛来

物の衝撃荷重を考慮した設計荷重に対し，当

該飛来物が衝突し得る外部事象防護対象施

設及び外部事象防護対象施設を内包する施

設（以下「外部事象防護対象施設等」という。）

の構造健全性を確保する設計とすること若

しくは当該飛来物による外部事象防護対象

施設の損傷を考慮して，代替設備により必要

な機能を確保すること若しくは安全上支障

のない期間で修復等の対応を行うこと又は

それらを適切に組み合わせることで，その安

全機能を損なわない設計とするとともに，運

用に関する事項は保安規定に定める。 

なお，隣接事業所からの飛来物は，東海第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所外から飛来するお

それのある飛来物につい

ては立地固有の整理であ

り記載に差異がある。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 13 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

配慮に関する説明書」にて設定する輻射強度

を考慮し，防火帯の内側に設置することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。また，森林火災からの輻

射強度の影響を考慮した場合においても，離

隔距離の確保等により，常設重大事故等対処

設備の重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

具体的には，常設重大事故等対処設備を収納

する建屋等及び屋外の常設重大事故等対処

設備は，森林火災からの輻射強度の影響に対

し，建屋等又は屋外の常設重大事故等対処設

備の表面温度が許容温度となる危険距離を

算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確

保する。また，常設重大事故等対処設備を収

納する建屋等は，近隣工場等の火災，爆発に

対し，危険距離を算出し，その危険距離を上

回る離隔距離が確保されていることを確認

する。 

森林火災からの輻射強度の影響を考慮す

る常設重大事故等対処設備を収納する建屋

等及び屋外の常設重大事故等対処設備の選

定，要求機能及び性能目標については，「Ⅴ

－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設

備の設計方針」に示し，常設重大事故等対処

設備を収納する建屋等及び屋外の常設重大

事故等対処設備に対する輻射強度の算出，危

険距離の算出等の評価方針については，「Ｖ

－１－１－１－３－３ 外部火災への配慮

が必要な施設の設計方針及び評価方針」に基

づくものとし，離隔距離の確保に関する評価

条件及び評価結果を「Ｖ－１－１－１－３－

 

 

 

 

 

 

 

固縛対象物の選定については，「2.2.3 竜

巻防護のための固縛対象物の選定」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二発電所及び東海発電所構内の現地調査に

よって確認した飛来物源を参考に，隣接事業

所内に配置されることが想定でき，外部事象

防護対象施設等に到達する可能性を有し，運

動エネルギ又は貫通力が 大の物品として

車両を設定する。 

 

固縛対象物の選定に当たっては，添付書類

「Ⅴ-1-1-2-3-2 竜巻の影響を考慮する施設

及び固縛対象物の選定」に従った方針を保安

規定に示す。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 14 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

４ 外部火災防護における評価結果」に示

す。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち

安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，

森林火災発生時に消防車による事前散水に

よる延焼防止を図るとともに代替設備によ

り機能を損なわない設計とする。消防車によ

る事前散水を含む火災防護の計画を保安規

定に定めて，管理する。 

重大事故等対処設備の森林火災に対する対

象の選定，要求機能，性能目標，評価方針及

び評価結果については，重大事故等対処設備

の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処

設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等

への配慮に関する説明書」にて考慮する影

響に対して，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。具体的に

は，屋内の常設重大事故等対処設備は，換

気設備及び非管理区域の換気空調設備の給

気系へ海塩粒子除去の機能を有する捕集率

85%以上(JIS Z 8901 試験用紛体11種 粒径

約2μm)の除塩フィルタ及び粒子フィルタの

設置により，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。また，屋外

の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の

塗装等による腐食防止対策又は受電開閉設

備の絶縁性の維持対策により，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 15 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

する。 

敷地内における化学物質の漏えいに対し

て常設重大事故等対処設備は再処理事業所

内で運搬する硝酸及び液体二酸化窒素の屋

外での運搬又は受入れ時の漏えいに対し

て，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

具体的には，屋内の常設重大事故等対処設

備は，外部からの損傷を防止できる建屋等

内に設置することにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。また，屋外の常設重大事故等対処設備

は，機能を損なわない高さへの設置，被液

防護を行うことにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

電磁的影響に対して常設重大事故等対処

設備は，重大事故等時においても電磁波に

より重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

具体的には，電磁的障害に対して重大事故

等対処への対処に必要な機能を維持するた

めに必要な計測制御系は日本産業規格に基

づきノイズ対策を行うとともに，電気的及

び物理的な独立性を持たせることにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

周辺機器等からの影響について常設重大

事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して

当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損

壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受け

ない位置へ設置することにより重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 16 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

する。 

また，重量物の落下による飛散物の影響を考

慮し，影響を受けない位置へ設置することに

より重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

具体的には，常設重大事故等対処設備と同室

に設置する回転機器は，回転機器の異常によ

り回転速度が上昇することによる回転羽根

の損壊を考慮して，「Ｖ－１－１－４－１ 

安全機能を有する施設が使用される条件の

下における健全性に関する説明書」の「5.4 

内部発生飛散物の発生防止対策」の「5.4.2 

回転機器の損壊による飛散物」に基づく設計

とする。 

また，常設重大事故等対処設備と同室にある

クレーンその他の搬送機器は，運転時におい

て重量物をつり上げて搬送するクレーンそ

の他の搬送機器からのつり荷の落下及び逸

走によるクレーンその他の搬送機器の落下

を考慮して，「Ｖ－１－１－４－１ 安全機

能を有する施設が使用される条件の下にお

ける健全性に関する説明書」の「5.4 内部

発生飛散物の発生防止対策」の「5.4.1 重

量物の落下による飛散物」に基づく設計とす

る。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備は，内

部発生飛散物を考慮して，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない

期間で修理の対応を行うこと，関連する工程
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 17 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

の停止等又はこれらを適切に組み合わせる

ことにより，機能を損なわない設計とする。

代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理の対応を行う

こと，関連する工程を停止すること等につい

ては，保安規定に定めて，管理する。 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生す

る可能性のある再処理施設における重大事

故等による建屋外の環境条件の影響を受け

ない設計とする。 

 

b． 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機

能が有効に発揮できるよう，その設置場所

(使用場所)及び保管場所に応じた耐環境性

を有する設計とする。 

想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重へ

の具体的な設計方針は「(2)重大事故等時に

おける条件の影響」に示す。 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型

重大事故等対処設備は，重大事故等時におけ

る建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への

影響に対して常時汽水を通水する又は尾駮

沼で使用する可搬型重大事故等対処設備は，

耐腐食性材料を使用する設計とする。また，

尾駮沼から直接取水する際の異物の流入防
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 18 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

止を考慮した設計とする。 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，

「Ⅲ 耐震性に関する説明書」に記載する地

震力による荷重を考慮して，当該設備の落下

防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設計と

する。また，可搬型重大事故等対処設備を保

管する建屋等は，地震に対して，機能を損な

わない設計とする。なお，可搬型重大事故等

対処設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

に関する詳細については，「Ⅴ－１－１－４

－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針」

に示し，可搬型重大事故等対処設備を保管す

る建屋等の耐震設計については，「Ⅴ－１－

１－４－２－２ 可搬型重大事故等対処設

備の保管場所等の設計方針」に示す。 

地震に対する可搬型重大事故等対処設備の

落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設

計及び建屋等の耐震設計については，次回以

降に詳細を説明する。 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故

において想定した条件より厳しい条件を要

因とした外的事象の地震に対して，地震を要

因とする重大事故等に対処するために重大

事故等時に機能を期待する可搬型重大事故

等対処設備は，「6. 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とする。 

さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的

影響によって重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。また，当該設

備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考

慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 19 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。 

溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対

処設備は，溢水に対しては想定する溢水量に

対して機能を損なわない高さへの設置又は

保管，被水防護を行うことにより，火災に対

しては，「7. 可搬型重大事故等対処設備の

内部火災に対する防護方針」に基づく火災防

護を行うことにより，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

具体的には，可搬型重大事故等対処設備のう

ち，溢水によって必要な機能が損なわれない

静的な機器を除く設備が没水，被水等の影響

を受けて機能を損なわない設計とする。 

没水，被水等の影響を考慮する可搬型重大

事故等対処設備の選定については，「Ⅴ－１

－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の

設計方針」に示し，想定する溢水量に対する

評価方針及び評価結果については，「Ｖ－１

－１－７ 加工施設内における溢水による

損傷の防止に関する説明書」に示す。 

重大事故等対処設備の溢水に対する対象の

選定，評価方針及び評価結果については，重

大事故等対処設備の申請に合わせて次回以

降に詳細を説明する。 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ｖ－１－１－１－６ 津波への配慮に

関する説明書」に示す津波による影響を受け

ない位置に保管する設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備の据付け

は，津波による影響を受けるおそれのない場

所を選定することとし，使用時に津波の影響

を受けるおそれのある場所に据付ける場合
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 20 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

は，津波に対して重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

具体的には，第２貯水槽から第１貯水槽へ水

を補給する場合及び燃料加工建屋に放水す

る場合は，津波による影響を受けない場所に

可搬型重大事故等対処設備を据付けること

とし，尾駮沼取水場所 A，尾駮沼取水場所 B

又は二又川取水場所 A(以下「敷地外水源」と

いう。)における可搬型重大事故等対処設備

の据付けは，津波警報の解除後に対応を開始

すること，津波警報の発令確認時に対応中の

場合は一時的に退避することにより，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪及び火山の影響に対して屋内の可搬型

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる燃料加工建屋，第１

保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊

急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び

洞道に保管し，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風

(台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対し

て，風(台風)及び竜巻による風荷重，積雪

荷重及び降下火砕物のよる積載荷重によ

り重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響によ

る荷重への具体的な設計方針は「(3)自然

現象により発生する荷重の影響」に示す。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 21 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

凍結に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への

配慮に関する説明書」にて設定する凍結にお

いて考慮する外気温に対して，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処設

備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内

に保管することにより重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。ま

た，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍

結防止対策により重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

高温に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への

配慮に関する説明書」にて設定する高温にお

いて考慮する外気温に対して，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。具体的には，屋内の可搬型重大事故等対

処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋

等内に保管することにより重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，

高温防止対策により重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

降水に対して可搬型重大事故等対処設備は，

「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への配

慮に関する説明書」にて設定する設計基準降

水量に対して，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。具体的には，

屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外部か
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 22 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

らの損傷を防止できる建屋等内に保管する

ことにより重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。また，屋外の可

搬型重大事故等対処設備は，防水対策により

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせ

ずに発生する重大事故等に対処する可搬型

重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－

１ 自然現象等への配慮に関する説明書」に

て設定する雷撃電流に対して，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

具体的には，直撃雷に対して，当該設備は当

該設備自体が構内接地網と連接した避雷設

備を有する設計とする又は構内接地網と連

接した避雷設備を有する建屋等に設置する

ことにより，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

生物学的事象に対して可搬型重大事故等

対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現

象等への配慮に関する説明書」にて選定する

対象生物の侵入及び水生植物の付着に対し

て，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。具体的には，これら生物

の侵入及び水生植物の付着を防止又は抑制

することにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

森林火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は，「Ｖ－１－１－１－３ 外部火災へ

の配慮に関する説明書」にて設定する輻射強

度を考慮し，防火帯の内側に保管することに
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 23 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

より，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。また，森林火災からの

輻射強度の影響を考慮した場合においても，

離隔距離の確保等により，可搬型重大事故等

対処設備の重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

具体的には，可搬型重大事故等対処設備を収

納する建屋等及び屋外の可搬型重大事故等

対処設備は，森林火災からの輻射強度の影響

に対し，建屋等又は屋外の可搬型重大事故等

対処設備の表面温度が許容温度となる危険

距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距

離を確保等する。また，可搬型重大事故等対

処設備を収納する建屋等は，近隣工場等の火

災，爆発に対し，危険距離を算出し，その危

険距離を上回る離隔距離が確保されている

ことを確認する。 

森林火災からの輻射強度の影響を考慮する

可搬型重大事故等対処設備を収納する建屋

等及び屋外の可搬型重大事故等対処設備の

選定，要求機能及び性能目標については，「Ⅴ

－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設

備の設計方針」に示し，建屋等及び屋外の可

搬型重大事故等対処設備に対する輻射強度

の算出，危険距離の算出等の評価方針につい

ては，「Ｖ－１－１－１－３－３ 外部火災

への配慮が必要な施設の設計方針及び評価

方針」に基づくものとし，離隔距離の確保に

関する評価条件及び評価結果を「Ｖ－１－１

－１－３－４ 外部火災防護における評価

結果」に示す。 

塩害に対して可搬型重大事故等対処設備
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 24 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への

配慮に関する説明書」にて考慮する影響に

対して，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処

設備は，換気設備及び非管理区域の換気空

調設備の給気系へ海塩粒子除去の機能を有

する捕集率85%以上(JIS Z 8901 試験用紛体

11種 粒径約2μm)の除塩フィルタ及び粒子

フィルタの設置により，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策

又は絶縁性の維持対策により，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

敷地内における化学物質の漏えいに対し

て可搬型重大事故等対処設備は，再処理事業

所内で運搬する硝酸及び液体二酸化窒素の

屋外での運搬又は受入れ時の漏えいに対し

て，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処設

備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内

に保管することにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なうおそれがない設計と

する。また，屋外の可搬型重大事故等対処設

備は，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない高さへの設置，被液防護を行うこと

により，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 25 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

処設備は，重大事故等時においても電磁波に

より重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。具体的には，電磁的障

害に対して重大事故等への対処に必要な機

能を維持するために必要な計測制御系は日

本産業規格に基づきノイズ対策を行うとと

もに，電気的及び物理的な独立性を持たせる

ことにより，重大事故等への対処に必要な損

なわない設計とする。 

周辺機器等からの影響について可搬型重

大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対し

て当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の

損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受

けない位置へ保管することにより重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

また，重量物の落下による飛散物の影響を考

慮し，影響を受けない位置へ設置することに

より重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

具体的には，可搬型重大事故等対処設備と同

室に設置する回転機器は，回転機器の異常に

より回転速度が上昇することによる回転羽

根の損壊を考慮して，「Ｖ－１－１－４－１ 

安全機能を有する施設が使用される条件の

下における健全性に関する説明書」の「5.4 

内部発生飛散物の発生防止対策」の「5.4.2 

回転機器の損壊による飛散物」に基づく設計

とする。また，可搬型重大事故等対処設備と

同室にあるクレーンその他の搬送機器は，運

転時において重量物をつり上げて搬送する

クレーンその他の搬送機器からのつり荷の
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 26 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

落下及び逸走によるクレーンその他の搬送

機器の落下を考慮して，「Ｖ－１－１－４－

１ 安全機能を有する施設が使用される条

件の下における健全性に関する説明書」の

「5.4 内部発生飛散物の発生防止対策」の

「5.4.1 重量物の落下による飛散物」に基

づく設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生

する可能性のある再処理施設における重大

事故等による建屋外の環境条件の影響を受

けない設計とする。 

 

(1) 重大事故等時における条件の影響 

a. 環境圧力による影響 

重大事故等対処設備は，重大事故等時に想

定される環境圧力が加わっても，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

環境圧力については，設備の設置場所の適

切な区分(屋外，重大事故の発生を想定する

グローブボックスを設置する工程室内，その

他の燃料加工建屋内，グローブボックス内)

毎に重大事故等時の環境を考慮して設定す

る。 

屋外の環境圧力は，大気圧を設定する。 

重大事故の発生を想定するグローブボッ

クスを設置する工程室内，その他の燃料加工

建屋内及びグローブボックス内の環境圧力

は，以下に示す通常時及び重大事故等時の圧

力を考慮して大気圧を設定する。 

(a) 通常時において，燃料加工建屋内の負圧
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 27 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

管理を行っているが， 大で-160Pa であ

り，大気圧と同程度である。 

(b) 重大事故等時には，火災が発生すること

に加え，給気設備及び排風機の停止に伴

い，重大事故の発生を想定するグローブボ

ックスを設置する工程室内の圧力は上昇

するが，大気圧に近づく程度にとどまる。 

設定した環境圧力に対して機器が機能を

損なわないように，耐圧部にあっては，機器

が使用される環境圧力下において，部材に発

生する応力に耐えられることとする。耐圧部

以外の部分にあっては，絶縁や回転等の機能

が阻害される圧力に到達しないことを確認

する。 

確認の方法としては，環境圧力と機器の

高使用圧力との比較等によるものとする。 

(c) 重大事故等の発生を想定するグローブ

ボックス内（当該グローブボックスと接

続するグローブボックス排気設備の排

気経路含む。以下同じ。）及びその他の

グローブボックス内の環境圧力は，以下

に示す通常時及び重大事故等時の圧力を

考慮して大気圧を設定する。 

イ．通常時において，グローブボックス内の

負圧管理を行っているが， 大で-400Paで

あり，大気圧と同程度である。 

ロ．重大事故等時には，火災発生に伴う温度

上昇により，圧力が上昇するが，系外へ繋

がる経路へ避圧され，初期圧力に対して

大でも 600Pa の圧力上昇で平衡する。 

b. 環境温度及び湿度による影響 

重大事故等対処設備は，重大事故等時に想
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 28 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

定される環境温度及び湿度にて重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。環境温度については，設備の設置場所

の適切な区分(屋外，重大事故の発生を想定

するグローブボックスを設置する工程室内，

その他の燃料加工建屋内，グローブボックス

内)毎に重大事故等時の環境を考慮して設定

する。 

屋外の環境温度は，「Ⅴ－１－１－１－１ 

自然現象等への配慮に関する説明書」にて高

温に対する設計温度として定めた 37℃を設

定する。 

重大事故の発生を想定するグローブボッ

クスを設置する工程室内，その他の燃料加工

建屋内の環境温度は，以下に示す通常時及び

重大事故等時の温度を考慮して 40℃を設定

する。 

(a) 通常時において，燃料加工建屋内は，部

屋内に設置する機器，照明による発熱及び核

燃料物質からの崩壊熱を考慮し，40℃以下と

なるようにしている。 

(b) 重大事故等時には，重大事故の発生を想

定するグローブボックス内の火災によりグ

ローブボックス内の温度が上昇するが，重大

事故の発生を想定するグローブボックスを

設置する工程室は，部屋容積が十分広く，熱

源となる火災の継続時間が短いことから，有

意な温度上昇が考えられない。 

ただし，重大事故の発生を想定するグロ

ーブボックス近傍として，グローブボック

ス表面に設置する機器の環境温度は，グロ
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 29 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

ーブボックスから直接熱が伝わっていくこ

とを考慮し，100℃を設定する。 

環境湿度については，考えられる 高値

としてすべての区分において 100％を設定

する。 

設定した環境温度に対して機器が機能を

損なわないように，耐圧部にあっては，機器

が使用される環境温度下において，部材に発

生する応力に耐えられることとする。耐圧部

以外の部分にあっては，絶縁や回転等の機能

が阻害される温度に到達しないこととする。 

環境温度に対する確認の方法としては，環

境温度と機器の 高使用温度との比較等に

よるものとする。 

重大事故等の発生を想定するグローブボ

ックス内の環境温度は，火災消火まで継続時

間における 高温度及び火災源から鉛直方

向の温度分布を考慮し，火災源から鉛直方向

の距離 0～950mm，951～1300mm 及びそれ以外

の範囲でそれぞれ 450℃，150℃，100℃を設

定する。 

上記以外のグローブボックス内の環境温度

は，事故による有意な温度上昇はないため，

40℃を設定する。 

 

また，設定した湿度に対して機器が機能を

損なわないように，耐圧部にあっては，当該

構造部が気密性・水密性を有し，一定の肉厚

を有する金属製の構造とすることで，湿度の

環境下であっても耐圧機能が維持される設

計とする。耐圧部以外の部分にあっては，機

器の外装を気密性の高い構造とし，機器内部
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 30 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

を周囲の空気から分離することや，機器の内

部にヒーターを設置し，内部で空気を加温し

て相対湿度を低下させること等により，絶縁

や導通等の機能が阻害される湿度に到達し

ないこととする。 

湿度に対する確認の方法としては，環境湿

度と機器仕様の比較等によるものとする。 

c. 放射線による影響 

重大事故等対処設備は，重大事故等時に想

定される放射線にて機能を損なわない設計

とする。放射線については，設備の設置場所

の適切な区分(屋外，重大事故の発生を想定

するグローブボックスを設置する工程室内，

その他の燃料加工建屋内，グローブボックス

内)毎に重大事故等時の環境を考慮して，設

定する。 

屋外の放射線は，重大事故等時において

も，外部への放射性物質の放出量は小さく，

設備に対して影響を及ぼすことはないこと

から，管理区域外の遮蔽設計の基準となる線

量率を基に 2.6μGy/h を設定する。 

燃料加工建屋内のうち管理区域内の放射

線は，工程室の遮蔽設計の基準となる線量率

を基に 50μGy/h を設定し，管理区域外の放

射線は，管理区域外の遮蔽設計の基準となる

線量率を基に 2.6μGy/h を設定する。 

重大事故の発生を想定するグローブボッ

クスを設置する工程室は，重大事故等時にお

いて，グローブボックス給気系及びグローブ

ボックスのパネルの隙間から MOX 粉末が漏

えいすることが想定されるが，重大事故等時

に気相中に移行する割合及び経路中にフィ
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 31 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

ルタを経由することを踏まえると，有意な放

射線量の上昇がないことから，工程室の遮蔽

設計の基準となる線量率を基に 50μGy/h を

設定する。 

放射線による影響に対して機器が機能を

損なわないように，耐圧部にあっては，耐放

射線性が低いと考えられるパッキン・ガスケ

ットも含めた耐圧部を構成する部品の性能

が有意に低下する放射線量に到達しないこ

と，耐圧部以外の部分にあっては，電気絶縁

や電気信号の伝送・表示等の機能が阻害され

る放射線量に到達しないこととする。 

確認の方法としては，環境放射線を再現し

た試験環境下において機器が機能すること

を確認した実証試験等により得られた機器

の機能が維持される積算線量を機器の放射

線に対する耐性値とし，環境放射線条件と比

較することとする。耐性値に有意な照射速度

依存性がある場合には，実証試験の際の照射

速度に応じて，機器の耐性値を補正すること

とする。 

環境放射線条件との比較のため，機器の耐

性値を機器が照射下にあると評価される期

間で除算して線量率に換算することとする。 

なお，MOX 燃料加工施設の通常時に有意な

放射線環境に置かれる機器にあっては，通常

時の重大事故等以前の状態において受ける

放射線量分を事故等時の線量率に割増する

こと等により，事故等以前の放射線の影響を

評価することとする。 

重大事故等の発生を想定するグローブボ

ックス内の放射線は，重大事故等によって外
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 32 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

部へ放出する放射線量を基に，１Gy/7 日間

を設定する。また，それ以外のグローブボッ

クス内については，重大事故等によって有意

な線量の上昇はないが，グローブボックス内

の放射線を包含した条件として，重大事故等

の発生を想定するグローブボックス内と同

一の放射線を設定する。 

 (3)自然現象により発生する荷重の影響 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備については，自

然現象のうち，風(台風)，竜巻，積雪及び

火山の影響による荷重の評価を行い，それ

ぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも

機能を有効に発揮できる設計とする。 

風(台風)による荷重に対して常設重大事

故等対処設備を収納する建屋等及び屋外の

常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１

－１－１ 自然現象等への配慮に関する説

明書」に基づき算出する風荷重を考慮し，

機械的強度を有する設計とする。ただし，

竜巻の 大風速による風荷重を大きく下回

るため，竜巻に対する設計として確認す

る。 

竜巻による荷重に対して常設重大事故等

対処設備を収納する建屋等及び屋外の常設

重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１

－２ 竜巻への配慮に関する説明書」に基

づき算出する設計荷重を考慮し，主要構造

の構造健全性を維持するとともに，個々の

部材の破損により重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわない，また，設計

飛来物の衝突に対し，貫通及び裏面剥離の
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 33 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

発生により重大事故等に対処するために必

要な機能を損なわない設計とする。 

 竜巻による影響を考慮する常設重大事故

等対処設備の選定，要求機能及び性能目標

については，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 

重大事故等対処設備の設計方針」に示し，

竜巻による荷重に対する構造健全性評価，

設計飛来物の衝突に対する貫通，裏面剥離

に係る評価に係る評価方針については，

「Ⅴ－１－１－１－２－４－１ 竜巻への

配慮が必要な施設等の強度計算の方針」に

基づくものとし，評価条件及び評価結果を

「Ⅴ－１－１－１－２－４－２ 竜巻への

配慮が必要な施設等の強度計算書」に示

す。 

積雪荷重に対して常設重大事故等対処設

備を収納する建屋等及び屋外の常設重大事

故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 自

然現象等への配慮に関する説明書」に基づき

算出する荷重を考慮し，機械的強度を有する

設計とする。積雪に対する設計は，構造物へ

の静的負荷として降下火砕物の堆積荷重の

影響を考慮する火山の影響に対する設計と

して確認する。 

降下火砕物による荷重に対して常設重大

事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外

の常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１

－１－４ 火山への配慮に関する説明書」に

基づき算出する荷重を考慮し，構造健全性を

維持する設計とする。 

 

降下火砕物による影響を考慮する常設重
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 34 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

大事故等対処設備の選定，要求機能及び性

能目標については，「Ⅴ－１－１－４－２

－１ 重大事故等対処設備の設計方針」に

示し，降下火砕物による荷重に対する構造

健全性評価に係る評価方針については，

「Ⅴ－１－１－１－４－４－１ 火山への

配慮が必要な施設の強度計算の方針」に基

づくものとし，評価条件及び評価結果を

「Ⅴ－１－１－１－４－４－２ 火山への

配慮が必要な施設の強度計算書」に示す。 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備については，

自然現象のうち，風(台風)，竜巻，積雪及

び火山の影響による荷重の評価を行い，そ

れぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せに

も機能を有効に発揮できる設計とする。 

風(台風)による荷重に対して可搬型重大

事故等対処設備を保管する建屋等は，「Ｖ－

１－１－１－１ 自然現象等への配慮に関

する説明書」に基づき算出する風荷重を考慮

し，機械的強度を有する設計とする。 

風(台風)による荷重に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１

－１ 自然現象等への配慮に関する説明書」

に基づき算出する風荷重を考慮し，必要によ

り当該設備又は当該設備を収納するものに

対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管

する設計とする。 

固縛する屋外の可搬型重大事故等対処設

備のうち，地震時の移動を考慮して地震後の

機能を維持する設備は，余長を有する固縛で
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 35 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

拘束することにより，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。ただ

し，竜巻の 大風速による風荷重を大きく下

回るため，竜巻に対する設計として確認す

る。 

 

竜巻による荷重に対して可搬型重大事

故等対処設備を収納する建屋等は，「Ⅴ－

１－１－１－２ 竜巻への配慮に関する

説明書」に基づき算出する設計荷重を考

慮し，主要構造の構造健全性を維持する

とともに，個々の部材の破損により重大

事故等に対処するために必要な機能を損

なわない，また，設計飛来物の衝突に対

し，貫通及び裏面剥離の発生により重大

事故等に対処するために必要な機能を損

なわない設計とする。 

 竜巻による荷重に対して屋外の可搬型

重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－１

－２ 竜巻への配慮に関する説明書」に

基づき算出する風荷重を考慮し，必要に

より当該設備又は当該設備を収納するも

のに対して転倒防止，固縛等の措置を講

じて保管する設計とする。 

 

竜巻による影響を考慮する可搬型重大事

故等対処設備の選定，要求機能及び性能目標

については，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重

大事故等対処設備の設計方針」に示し，竜巻

による荷重に対する構造健全性評価，設計飛

来物の衝突に対する貫通，裏面剥離に係る評

価に係る評価方針及び屋外の可搬型重大事
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 36 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

故等対処設備の固縛等に係る評価方針につ

いては，「Ⅴ－１－１－１－２－４－１－１ 

竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」及び「Ⅴ－１－１－１－２－４－１－２ 

屋外の重大事故等対処設備の固縛に関する

強度方針」に基づくものとし，評価条件及び

評価結果を「Ⅴ－１－１－１－２－４－２－

１ 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算

書」及び「Ⅴ－１－１－１－２－４－２－２ 

屋外の重大事故等対処設備の固縛に関する

強度計算書」に示す。 

積雪荷重に対して可搬型重大事故等対処

設備を収納する建屋等は，「Ⅴ－１－１－１

－１ 自然現象等への配慮に関する説明書」

に基づき算出する荷重を考慮し，機械的強度

を有する設計とする。積雪に対する設計は，

構造物への静的負荷として降下火砕物の堆

積荷重の影響を考慮する火山の影響に対す

る設計として確認する。 

積雪荷重に対して屋外の可搬型重大事故

等対処設備は，除雪により重大事故等ヘの対

処に必要な機能を損なわない設計とする。除

雪については保安規定に定めて，管理する。 

降下火砕物による荷重に対して可搬型重

大事故等対処設備を収納する建屋等は，「Ⅴ

－１－１－１－４ 火山への配慮に関する

説明書」に基づき算出する荷重を考慮し，構

造健全性を維持する設計とする。 

降下火砕物による荷重に対して屋外の可

搬型重大事故等対処設備は，除灰及び屋内へ

の配備により重大事故等ヘの対処に必要な

機能を損なわない設計とする。除灰及び屋内
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 37 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

への配備については保安規定に定めて，管理

する。 

降下火砕物による影響を考慮する可搬型

重大事故等対処設備の選定，要求機能及び性

能目標については，「Ⅴ－１－１－４－２－

１ 重大事故等対処設備の設計方針」に示

し，降下火砕物による荷重に対する構造健全

性評価に係る評価方針については，「Ⅴ－１

－１－１－４－４－１ 火山への配慮が必

要な施設の強度計算の方針」に基づくものと

し，評価条件及び評価結果を「Ⅴ－１－１－

１－４－４－２ 火山への配慮が必要な施

設の強度計算書」に示す。 

c. 荷重の組み合わせ 

自然現象の組み合わせについては，「Ｖ

－１－１－１ 自然現象等による損傷の防

止に関する説明書」に示す考え方に基づい

て，地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山

の影響のそれぞれに対し，以下の組み合わ

せを考慮する。 

(a) 地震と風(台風) 

(b) 地震と積雪 

(c) 風(台風)と積雪 

(d) 風(台風)と火山の影響 

(e) 竜巻と積雪 

(f) 積雪と火山の影響 

「(a) 地震と風(台風)」及び「(b) 地

震と積雪」の荷重の組み合わせの考え方に

ついては，「Ⅲ－１ 耐震性に関する基本

方針」に示す。また，評価条件及び評価結

果を「Ⅲ－２ 耐震性に関する計算書」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3 荷重の設定及び荷重の組合せ 

荷重の設定及び荷重の組み合わせは，「Ⅴ

－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が

使用される条件の下における健全性に関す

る説明書」の「4. 環境条件等」の「(3)c. 

荷重の組み合わせ」に基づき，「Ⅴ－１－１

－１－２－１ 竜巻への配慮に関する基本

方針」の「2.1.3 荷重の設定及び荷重の組

合せ」及び以下を荷重の設定及び荷重の組み

合わせとして考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(51/448)から 

(2) 荷重の組合せ及び許容限界 

竜巻の影響を考慮する施設の竜巻防護

設計における構造強度評価は，以下に示す

設計竜巻荷重とそれ以外の荷重の組合せ

を適切に考慮して，施設の構造強度評価を

実施し，その結果がそれぞれ定める許容限

界内にあることを確認する。 

 (51/448)から 

設計竜巻荷重の算出については，添付書

類「Ⅴ-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な

施設の強度計算の方針」に示す。 

 

a. 荷重の種類 

(a) 常時作用する荷重 

常時作用する荷重としては，持続的に生じ

る荷重である自重及び上載荷重を考慮す

る。 

 

(b) 設計竜巻荷重 

設計竜巻荷重としては，設計竜巻の風圧力

による荷重，気圧差による荷重及び飛来物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成の差異によるも

のであるため，記載の差

異により新たな論点が生

じるものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 38 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

「(c) 風(台風)と積雪」の荷重の組み合

わせの考え方については，「Ｖ－１－１－

１－１ 自然現象等への配慮に関する説明

書」に示す。ただし，風(台風)と積雪の重

ね合わせは，竜巻と積雪の重ね合わせに包

絡されるため，竜巻と積雪の重ね合わせに

関する評価条件及び評価結果を「Ⅴ－１－

１－１－２－４－２ 竜巻への配慮が必要

な施設等の強度計算書」に示す。 

「(d) 風(台風)と火山の影響」及び

「(f) 積雪と火山の影響」の荷重の組み合

わせの考え方については，「Ｖ－１－１－

１－４ 火山への配慮に関する説明書」に

示す。また，評価条件及び評価結果を「Ｖ

－１－１－１－４－４－２ 火山への配慮

が必要な施設の強度計算書」に示す。 

「(e) 竜巻と積雪」の荷重の組み合わせ

の考え方については，「Ｖ－１－１－１－

２ 竜巻への配慮に関する説明書」に示

す。また，評価条件及び評価結果を「Ⅴ－

１－１－１－２－４－２ 竜巻への配慮が

必要な施設等の強度計算書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

による衝撃荷重を考慮する。飛来物による

衝撃荷重としては，設計飛来物等が衝突す

る場合の荷重を設定することを基本とす

る。これらの荷重は短期荷重とする。 

 

(c) 運転時の状態で作用する荷重 

運転時の状態で作用する荷重としては，配

管等にかかる内圧やポンプのスラスト荷

重等の運転時荷重を考慮する。 

 

(52/468)から 

b. 荷重の組合せ 

(a) 竜巻の影響を考慮する施設の設計に

おける荷重の組合せとしては，常時作用す

る荷重，設計竜巻荷重及び運転時の状態で

作用する荷重を適切に考慮する。 

 

(b) 設計竜巻荷重については，対象とする

施設の設置場所及びその他の環境条件に

よって設定する。 

 

(c) 飛来物による衝突の設定においては，

評価に応じて影響の大きくなる向きで衝

突するように設定する。さらに，衝突断面

積についても，影響が大きくなるような形

状として設定する。 

 

(d) 常時作用する荷重及び運転時の状態

で作用する荷重については，組み合わせる

ことで設計竜巻荷重の抗力となる場合に

は，保守的に組み合わせないことを基本と
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 39 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

d. 重大事故等時に生ずる荷重の組み合わ

せ 

重大事故等対処設備は，重大事故等時に

生ずる荷重及び自然現象(地震，風(台風)，

竜巻，積雪，火山の影響)による荷重の組み

合わせを考慮したとしても，重大事故等対

処設備の重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

具体的には，屋内の重大事故等対処設備

は，重大事故等時に生ずる荷重と自然現象

(地震)による荷重の組み合わせを考慮し，

重大事故等対処設備の重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

なお，重大事故等時に生ずる荷重と自然

現象(風(台風)，竜巻，積雪，火山の影響)

による荷重の組み合わせについては，自然

現象(風(台風)，竜巻，積雪，火山の影響)

による荷重の影響が建屋内に及ばないこ

と，重大事故等時に生ずる荷重が建屋外に

及ばないことから，重大事故等に生ずる荷

重と自然現象(風(台風)，竜巻，積雪，火山

の影響)による荷重が重なることはない。 

さらに，屋外の可搬型重大事故等対処設

備は，重大事故等時において，万が一，使

用中に機能を喪失した場合であっても，可

搬型重大事故等対処設備によるバックアッ

プが可能となるように位置的分散を考慮し

て可搬型重大事故等対処設備を複数保管す

る設計とすることにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重大事故等時に生ずる荷重と風(台

風)，竜巻による荷重の組み合わせにつ

いては， (風(台風)，竜巻による荷重の

影響が建屋内に及ばないこと，重大事故

等時に生ずる荷重が建屋外に及ばない

ことから，重大事故等に生ずる荷重と風

(台風)，竜巻による荷重が重なることは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 40 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

4. 環境条件等(3)自然現象により発生す

る荷重の影響 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

 竜巻による荷重に対して屋外の可搬型

重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－

１－２ 竜巻への配慮に関する説明書」

に基づき算出する風荷重を考慮し，必要

により当該設備又は当該設備を収納する

ものに対して転倒防止，固縛等の措置を

講じて保管する設計とする。 

 

 (4)  重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大事

故等が発生した場合においても操作及び復

旧作業に支障がないように，線量率の高くな

るおそれの少ない場所の選定，当該設備の設

置場所への遮蔽の設置等により当該設備の

設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を

受けない異なる区画若しくは離れた場所か

ら遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有

する緊急時対策所及び再処理施設の中央制

御室で操作可能な設計とする。 

(5) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等が発生した場合においても設置

及び常設設備との接続に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない設置

場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽

の設置等により当該設備の設置場所で操作

可能な設計，遮蔽設備を有する緊急時対策

所及び再処理施設の中央制御室で操作可能

 

 

 

(2) 屋外の可搬型重大事故等対処設備に対

しては，「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事

故等対処設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書」の「4. 

環境条件等」の「(3)b. 可搬型重大事

故等対処設備」に基づき，「Ⅴ－１－１

－１－２－１ 竜巻への配慮に関する

基本方針」の「2.1.3 荷重の設定及び

荷重の組合せ」のうち，風圧力による荷

重を設定する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 41 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

な設計により，当該設備の設置及び常設設

備との接続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4 竜巻の影響を考慮する重大事故等

対処設備に対する竜巻防護設計 

「2.2.1.1 竜巻防護に対する設計方針」

にて設定した設計竜巻から防護する重大事

故等対処設備について，風圧力による荷重，

気圧差による荷重及び飛来物による衝撃荷

重を組み合わせた荷重(以下「設計竜巻荷重」

という。)並びに通常時に作用している荷重，

運転時荷重及びその他竜巻以外の自然現象

による荷重を適切に組み合わせたもの(以下

「設計荷重(竜巻)」という。)を踏まえた竜

巻防護設計を実施する。 

 

 

 

 

 

竜巻防護設計として，設計荷重(竜巻)に対

する影響評価を実施することから，影響評価

の対象として，竜巻の影響を考慮する重大事

故等対処設備を選定する。 

 

 

 

竜巻の影響を考慮する具体的な重大事故

等対処設備については，「2.2.2 竜巻の影響

を考慮する重大事故等対処設備の選定」及び

「2.2.3 竜巻防護のための固縛対象物の選

 

 

 

 

3 竜巻の影響を考慮する施設の竜巻防護設

計方針 

「2.1.1 竜巻より防護すべき施設」にて設

定した施設について，「2.1.2 設計竜巻及び

設計飛来物の設定」にて設定した設計竜巻に

よる荷重（設計竜巻の風圧力による荷重，気

圧差による荷重及び設計飛来物等による衝

撃荷重を組み合わせた荷重）（以下「設計竜

巻荷重」という。）及びその他考慮すべき荷

重に対する竜巻防護設計を実施する。 

竜巻より防護すべき施設に対し，それぞれ

の設置状況等を踏まえ，設計竜巻荷重に対す

る影響評価を実施し，影響評価の結果を踏ま

えて，竜巻の影響について評価を行う施設

（以下「竜巻の影響を考慮する施設」とい

う。）を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻の影響を考慮する具体的な施設につ

いては，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-2 竜巻の影

響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」に

示し，選定したそれぞれの施設に対する詳細

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成の差異によるも

のであるため，記載の差

異により新たな論点が生

じるものではない 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 42 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 環境条件等(1)環境条件 

a. 常設重大事故等対処設備 

屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台

風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び

火山の影響に対して外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保

管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊急

時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び洞

道に設置し，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

4. 環境条件等(1)環境条件 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

定」に示す。 

選定したそれぞれの重大事故等対処設備

に対する詳細な設計方針について，「2.2.4 

竜巻の影響を考慮する重大事故等対処設備

の設計方針」に示す。 

 

 

 

(1) 設計竜巻による直接的影響に対する設

計 

竜巻防護設計において，設計竜巻から防護

する重大事故等対処設備は，設計荷重(竜巻)

に対して機械的強度を有する建屋等により

防護すること，位置的分散等により，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

a. 設計方針 

 

 

(a) 建屋等内の重大事故等対処設備 

建屋等内の重大事故等対処設備は，設計荷

重(竜巻)に対して，竜巻時及び竜巻通過後に

おいて，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわず，また，再処理事業所内の他の設備

(安全機能を有する施設，当該重大事故等対

処設備以外の重大事故等対処設備，再処理施

設及び再処理施設の重大事故等対処設備を

含む。)に対して悪影響を及ぼさないよう，

重大事故等対処設備を収納する建屋等内に

設置し，建屋等により防護する設計とする。 

 

設計について，屋外の重大事故等対処設備以

外については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-3 竜

巻防護に関する施設の設計方針」に，屋外の

重大事故等対処設備については，添付書類

「Ⅴ-1-1-2-3-4 竜巻防護に関する屋外重大

事故等対処設備の設計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設計方針 

 

【45/448】から 

(b) 屋内の重大事故等対処設備 

 屋内の重大事故等対処設備は，添付書類

「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処

設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書」に基づき，竜巻時及び

竜巻通過後において，設計竜巻の風圧力に

よる荷重に対し，環境条件を考慮しても，

重大事故等に対処するために必要な機能

を損なわず，また設計基準事故対処設備等

や同じ機能を有する他の重大事故等対処

設備に悪影響を及ぼさないよう，竜巻より
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 43 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪及び火山の影響に対して屋内の可搬型

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる燃料加工建屋，第１

保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊

急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び

洞道に保管し，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

4. 環境条件等(2)悪影響防止  

重大事故等対処設備が竜巻により飛来物

となる影響については，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建屋等内に設

置又は保管することで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする，又は，風荷重を

考慮し，屋外に保管する可搬型重大事故等

対処設備は必要に応じて固縛等の措置を

とることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防護すべき施設を内包する施設により防

護する設計とする。 

 

 

 

 

a. 外部事象防護対象施設 

外部事象防護対象施設は，設計竜巻荷重及

びその他考慮すべき荷重に対して，その施設

に要求される機能を維持する設計とする。外

部事象防護対象施設における配置，施設の構

造等を考慮した設計方針を以下に示す。 

 

(a) 屋外の外部事象防護対象施設 

屋外の外部事象防護対象施設は，設計竜巻

荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，竜巻

時及び竜巻通過後において，安全機能を損な

わないよう，施設に要求される機能を維持す

る設計とする。なお，このとき外部事象防護

対象施設が安全機能を損なうおそれがある

場合は，防護措置として防護対策施設を設置

する等の防護対策を講じる設計とする。 

 

(b) 屋内の外部事象防護対象施設 

イ. 屋内の外部事象防護対象施設は，設計竜

巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，竜

巻時及び竜巻通過後において，安全機能を損

なわないよう，建屋等の竜巻より防護すべき

施設を内包する施設により防護する設計と

する。 

ロ. 外気と繋がっている屋内の外部事象防

 

 

 

外部事象防護対象施設の

方針は「Ⅴ－１－１－１

－２－１ 竜巻への配慮

に関する基本方針」で示

すこととしているため，

添付書類に紐づけに関す

る記載は不要。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 44 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

護対象施設は，設計竜巻の気圧差による荷重

及びその他考慮すべき荷重に対し，竜巻時及

び竜巻通過後において，安全機能を 

損なわないよう，施設に要求される機能を維

持する設計とする。 

ハ. 建屋等による飛来物の防護が期待でき

ない屋内の外部事象防護対象施設は，設計竜

巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，竜

巻時及び竜巻通過後において，安全機能を損

なわないよう，施設に要求される機能を維持

する設計とする。設計竜巻荷重及びその他考

慮すべき荷重により安全機能を損なうおそ

れがある場合には，防護措置として防護対策

施設を設置する等の防護対策を講じる設計

とする。 

 

b. 重大事故等対処設備 

【47/448】へ 

(a) 屋外の重大事故等対処設備 

屋外の重大事故等対処設備は，添付書類

「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処

設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書」に基づき，竜巻時及び

竜巻通過後において，設計竜巻の風圧力に

よる荷重に対し，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわないよう，位置的

分散等を考慮した設置又は保管とともに，

浮き上がり又は横滑りによって設計基準

事故対処設備並びに使用済燃料プールの

冷却設備及び注水設備（以下「設計基準事

故対処設備等」という。）や同じ機能を有
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 45 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する他の重大事故等対処設備に衝突する

可能性がある設備に対し，飛散させないよ

う固縛の措置をとることにより，設計基準

事故対処設備等や同じ機能を有する他の

重大事故等対処設備が同時に損傷しない

設計とする。なお，具体的な設計方針につ

いては，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-4 竜巻防

護に関する屋外重大事故等対処設備の設

計方針」に記載する。 

 

【42/448】へ 

(b) 屋内の重大事故等対処設備 

屋内の重大事故等対処設備は，添付書類

「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処

設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書」に基づき，竜巻時及び

竜巻通過後において，設計竜巻の風圧力に

よる荷重に対し，環境条件を考慮しても，

重大事故等に対処するために必要な機能

を損なわず，また設計基準事故対処設備等

や同じ機能を有する他の重大事故等対処

設備に悪影響を及ぼさないよう，竜巻より

防護すべき施設を内包する施設により防

護する設計とする。 

 

c. 防護対策施設 

防護対策施設は，竜巻時及び竜巻通過後に

おいて，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき

荷重に対し，内包する外部事象防護対象施設

が安全機能を損なわないよう，設計飛来物等

が外部事象防護対象施設に衝突することを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設には対

象施設がないため記載に

差異がある。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 46 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

 

 

 

 

 

4. 環境条件等(3)自然現象により発生す

る荷重の影響 

a. 常設重大事故等対処設備 

竜巻による荷重に対して常設重大事故等

対処設備を収納する建屋等及び屋外の常

設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－

１－２ 竜巻への配慮に関する説明書」に

基づき算出する設計荷重を考慮し，主要構

造の構造健全性を維持するとともに，個々

の部材の破損により重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なわない，また，

設計飛来物の衝突に対し，貫通及び裏面剥

離の発生により重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわない設計とする。 

 

4. 環境条件等(3)自然現象により発生す

る荷重の影響 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

竜巻による荷重に対して可搬型重大事故

等対処設備を収納する建屋等は，「Ⅴ－１

－１－１－２ 竜巻への配慮に関する説

明書」に基づき算出する設計荷重を考慮

し，主要構造の構造健全性を維持するとと

もに，個々の部材の破損により重大事故等

に対処するために必要な機能を損なわな

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処設備を収納する建屋等 

重大事故等対処設備を収納する建屋等は，

設計荷重(竜巻)に対して，「Ⅴ－１－１－１

－２－１ 竜巻への配慮に関する基本方針」

の「2.1.4 竜巻の影響を考慮する施設に対

する竜巻防護設計」の「(1)a.(b) 竜巻防護

対象施設を収納する建屋」に基づく設計とす

る。その場合において「竜巻防護対象施設」

を「重大事故等対処設備」に，「安全機能」を

「重大事故への対処に必要な機能」に読み替

えて適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防止可能な設計とする。 

また，防護対策施設は，その他考えられる自

然現象（地震等）に対して，外部事象防護対

象施設に波及的影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

d. 竜巻より防護すべき施設を内包する施設 

竜巻より防護すべき施設を内包する施設

は，竜巻時及び竜巻通過後において，設計竜

巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，内

包する竜巻より防護すべき施設の安全機能

を損なわないよう，設計飛来物等が竜巻より

防護すべき施設に衝突することを防止可能

な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成の差異によるも

のであるため，記載の差

異により新たな論点が生

じるものではない 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 47 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

い，また，設計飛来物の衝突に対し，貫通

及び裏面剥離の発生により重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 環境条件等(3)自然現象により発生す

る荷重の影響 

a. 常設重大事故等対処設備 

竜巻による荷重に対して常設重大事故等

対処設備を収納する建屋等及び屋外の常

設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 建屋等内の設備で外気と繋がっている

重大事故等対処設備 

外部放出抑制設備等の建屋等内の設備で

外気と繋がっている重大事故等対処設備は，

設計基準事故の対処に使用する設備と兼用

しているため，気圧差による荷重に対して，

「Ⅴ－１－１－１－２－１ 竜巻への配慮

に関する基本方針」の「2.1.4 竜巻の影響

を考慮する施設に対する竜巻防護設計」の

「(1)a.(c) 建屋内の施設で外気と繋がっ

ている竜巻防護対象施設」に基づく設計とす

る。その場合において「竜巻防護対象施設」

を「重大事故等対処設備」，「安全機能」を「重

大事故への対処に必要な機能」に読み替えて

適用する。 

 

 

 

 

(d) 屋外の常設重大事故等対処設備 

 屋外の常設重大事故等対処設備は，「Ⅴ－

１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使

用される条件の下における健全性に関する

説明書」に基づき，竜巻時及び竜巻通過後に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【44/448】から 

(a) 屋外の重大事故等対処設備 

 屋外の重大事故等対処設備は，添付書類

「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処

設備が使用される条件の下における健全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「外部放出抑制設備等」

とは，外部放出抑制設備，

代替グローブボックス排

気設備，排気モニタリン

グ設備であり，「2.2.2 

竜巻の影響を考慮する重

大事故等対処設備の選

定」で対象の選定結果を

示すため，ここでは「等」

のままとした。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 48 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

１－２ 竜巻への配慮に関する説明書」に

基づき算出する設計荷重を考慮し，主要構

造の構造健全性を維持するとともに，個々

の部材の破損により重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なわない，また，

設計飛来物の衝突に対し，貫通及び裏面剥

離の発生により重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわない設計とする。 

 

3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 

共通要因故障に対する考慮  

b. 可搬型重大事故等対処設備 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，自然現象，人為事象及び故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムに

対して，設計基準事故に対処するための設

備の安全機能又は常設重大事故等対処設

備の重大事故等に対処するために必要な

機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，設計基準事故に対処するた

めの設備又は常設重大事故等対処設備を

設置する建屋の外壁から 100ｍ以上の離

隔距離を確保した場所に保管するととも

に異なる場所にも保管することで位置的

分散を図る設計とする。 

 

4. 環境条件等(3)自然現象により発生す

る荷重の影響 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

 竜巻による荷重に対して屋外の可搬型

重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－１

－２ 竜巻への配慮に関する説明書」に基

おいて，設計荷重(竜巻)を考慮し，重大事故

等に対処するために必要な機能を損なわな

いよう，構造強度評価を実施し，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわないよう，設

備に要求される機能を維持する設計とする。

ただし，竜巻時に防護できない設備について

は，建屋等内に予備品を配備し，交換できる

設計とすることで，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。具体的な

対象設備の設計は後次回申請で説明する。 

(e) 屋外の可搬型重大事故等対処設備 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計

基準事故に対処するための設備の安全機能

又は常設重大事故等対処設備の重大事故等

に対処するために必要な機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，設計基

準事故に対処するための設備又は常設重大

事故等対処設備を設置する建屋の外壁から

100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管

するとともに異なる場所にも保管すること

で位置的分散を図ることにより重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性に関する説明書」に基づき，竜巻時及び

竜巻通過後において，設計竜巻の風圧力に

よる荷重に対し，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわないよう，位置的

分散等を考慮した設置又は保管とともに，

浮き上がり又は横滑りによって設計基準

事故対処設備並びに使用済燃料プールの

冷却設備及び注水設備（以下「設計基準事

故対処設備等」という。）や同じ機能を有

する他の重大事故等対処設備に衝突する

可能性がある設備に対し，飛散させないよ

う固縛の措置をとることにより，設計基準

事故対処設備等や同じ機能を有する他の

重大事故等対処設備が同時に損傷しない

設計とする。なお，具体的な設計方針につ

いては，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-4 竜巻防

護に関する屋外重大事故等対処設備の設

計方針」に記載する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 49 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

づき算出する風荷重を考慮し，必要により

当該設備又は当該設備を収納するものに

対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保

管する設計とする。 

 

4. 環境条件等(2)悪影響防止  

重大事故等対処設備が竜巻により飛来物

となる影響については，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建屋等内に設

置又は保管することで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする，又は，風荷重を

考慮し，屋外に保管する可搬型重大事故等

対処設備は必要に応じて固縛等の措置を

とることで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，風圧力による荷重を考慮し，必要に

応じて固縛等の措置をとることで，再処理事

業所内の他の設備(安全機能を有する施設，

当該重大事故等対処設備以外の重大事故等

対処設備，再処理施設及び再処理施設の重大

事故等対処設備を含む。)に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 重大事故等対処設備及びそれらを収納

する建屋等に波及的影響を及ぼし得る施設 

重大事故等対処設備及びそれらを収納す

る建屋等に波及的影響を及ぼし得る施設は，

「Ⅴ－１－１－１－２－１ 竜巻への配慮

に関する基本方針」の「2.1.4 竜巻の影響

を考慮する施設に対する竜巻防護設計」の

「(1)a.(e) 竜巻防護対象施設等に波及的

影響を及ぼし得る施設」に基づく設計とす

る。その場合において「竜巻防護対象施設等」

を「重大事故等対処設備及びそれらを収納す

る建屋等」に，「安全機能」を「重大事故への

対処に必要な機能」に読み替えて適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 外部事象防護対象施設等に波及的影響を

及ぼす可能性がある施設 

 

外部事象防護対象施設等は，竜巻時及び竜

巻通過後において，設計竜巻荷重及びその他

考慮すべき荷重に対し，機械的及び機能的な

波及的影響により外部事象防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。 

機械的な波及的影響としては，設計竜巻荷

重及びその他考慮すべき荷重に対し，外部事

象防護対象施設等に波及的影響を及ぼす可

能性がある施設や重大事故等対処設備，資機

材等の倒壊，損傷，飛散等により外部事象防

護対象施設等に与える影響を考慮し，機能的

影響としては，設計竜巻荷重及びその他考慮

すべき荷重に対し，外部事象防護対象施設に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成の差異によるも

のであるため，記載の差

異により新たな論点が生

じるものではない 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 50 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) 固縛装置 

 固縛装置は，屋外の可搬型重大事故等対処

設備及び当該設備を収納するものに対して

風圧力による荷重による浮き上がり又は横

波及的影響を及ぼす可能性がある施設の損

傷等による外部事象防護対象施設の機能喪

失を考慮する。 

 

【58/448】へ 

f. 竜巻随伴事象を考慮する施設 

外部事象防護対象施設は，竜巻による随

伴事象として過去の竜巻被害の状況及び

発電所における施設の配置から想定され

る，危険物貯蔵施設の火災，屋外タンク等

からの溢水及び設計竜巻又は設計竜巻と

同時に発生する雷の影響による外部電源

喪失によって，その安全機能を損なわない

設計とする。 

竜巻随伴による火災に対しては，火災に

よる損傷の防止における想定に包絡され

る又は火災を起こさない設計とする。 

なお，竜巻随伴による溢水に対しては，

溢水による損傷の防止における溢水量の

想定に包絡される又は溢水を起こさない

設計とする。 

さらに，竜巻随伴による外部電源喪失に

対しては，外部電源喪失を生じない又は代

替設備による電源供給が可能な設計とす

る。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 51 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滑りの荷重並びに保管場所を踏まえて固縛

の要否を決定し，固縛が必要な場合は，固縛

装置は，風圧力による荷重及び当該荷重に伴

い発生する荷重に耐える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【37/448】へ 

竜巻の影響を考慮する施設の竜巻防護設

計における構造強度評価は，以下に示す設

計竜巻荷重とそれ以外の荷重の組合せを

適切に考慮して，施設の構造強度評価を実

施し，その結果がそれぞれ定める許容限界

内にあることを確認する。 

設計竜巻荷重の算出については，添付書

類「Ⅴ-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必要な

施設の強度計算の方針」に示す。 

 

a. 荷重の種類 

(a) 常時作用する荷重 

常時作用する荷重としては，持続的に生じ

る荷重である自重及び上載荷重を考慮す

る。 

 

(b) 設計竜巻荷重 

設計竜巻荷重としては，設計竜巻の風圧

力による荷重，気圧差による荷重及び飛来

物による衝撃荷重を考慮する。飛来物によ

る衝撃荷重としては，設計飛来物等が衝突

する場合の荷重を設定することを基本と

する。これらの荷重は短期荷重とする。 

 

(c) 運転時の状態で作用する荷重 

運転時の状態で作用する荷重としては，
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 52 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 許容限界 

許容限界は，「Ⅴ－１－１－１－２－１ 

竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.4 

竜巻の影響を考慮する施設に対する竜巻防

護設計」の「(1)b. 許容限界」に基づき，以

下のことを確認する。 

 

配管等にかかる内圧やポンプのスラスト

荷重等の運転時荷重を考慮する。 

b. 荷重の組合せ 

 

(a) 竜巻の影響を考慮する施設の設計に

おける荷重の組合せとしては，常時作用す

る荷重，設計竜巻荷重及び運転時の状態で

作用する荷重を適切に考慮する。 

 

(b) 設計竜巻荷重については，対象とする

施設の設置場所及びその他の環境条件に

よって設定する。 

 

(c) 飛来物による衝突の設定においては，

評価に応じて影響の大きくなる向きで衝

突するように設定する。さらに，衝突断面

積についても，影響が大きくなるような形

状として設定する。 

 

(d) 常時作用する荷重及び運転時の状態

で作用する荷重については，組み合わせる

ことで設計竜巻荷重の抗力となる場合に

は，保守的に組み合わせないことを基本と

する。 

 

c. 許容限界 

外部事象防護対象施設及び重大事故等対

処設備の許容限界は「原子力発電所の竜巻影

響評価ガイド」 （改正 平成 26 年 9 月 17 

日原規技発第 1409172 号 原子力規制委員

会）を参照し，設計竜巻荷重と地震荷重との
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 53 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類似性，規格等への適用性を踏まえ，「原子

力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ４６０

１-1987」（（社）日本電気協会），「原子力

発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容

応力編 ＪＥＡＧ４６０１－補 1984」（（社）

日本電気協会）及び「原子力発電所耐震設計

技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991 追補版」

（（社）日本電気協会）（以下「ＪＥＡＧ４

６０１」という。）等の安全上適切と認めら

れる規格及び基準又は試験等で妥当性が確

認されている値を用いて，以下のことを確認

する。 

 

(a) 外部事象防護対象施設及び重大事故等

対処設備のうち外部事象防護対象施設と同

一設備外部事象防護対象施設及び重大事故

等対処設備のうち外部事象防護対象施設と

同一設備の許容限界は，設計竜巻荷重及びそ

の他考慮すべき荷重に対し，構成する主要構

造部材が，おおむね弾性状態に留まることと

する。 

 

【57/448】へ 

(b) 屋外の重大事故等対処設備に取り付

ける固縛装置 

屋外の重大事故等対処設備に取り付け

る固縛装置の許容限界は，設計竜巻の風圧

力による荷重に対し，固縛状態を維持する

ために，固縛装置の構成部材である連結材

は破断が生じないよう十分な強度を有し

ていること，固定材は塑性ひずみが生じる
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 54 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

 

 

 

 

 

(a) 建屋等内の重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備は，構造健全性を維持

する重大事故等対処設備を収納する建屋等

内に設置し，重大事故等対処設備を収納する

建屋等により防護する設計とすることから，

設計荷重(竜巻)に対する許容限界は，「(b) 

重大事故等対処設備を収納する建屋等」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場合であっても，終局耐力に対し十分な強

度を有すること及び基礎部は，取替が容易

でないことから，弾性状態に留まることと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 防護対策施設 

防護対策施設の構成品である防護ネット

は，設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛来

物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷

重に対し，主要な構造部材の破断が生じない

よう，破断荷重に対して十分な余裕を持った

強度を有し，たわみを生じても，設計飛来物

が外部事象防護対象施設と衝突しないよう

外部事象防護対象施設との離隔を確保でき

ることとする。 

防護対策施設の構成品である防護鋼板は，

設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛来物に

よる衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に

対し，設計飛来物が外部事象防護対象施設と

衝突へ衝突することを防止するために、設計

 

 

 

 

 

 

発電炉は強度評価する対

象のみ本項で対象を挙げ

ているが，当社は.a．設計

方針で分類した設備単位

で記載することとしたた

め構成が異なる。 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設には対

象施設がないため記載に

よる差異はない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 55 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛来物が、防護鋼板を貫通せず、外部事象防

護対象施設に波及的影響を与えないものと

する。 

防護ネット及び防護鋼板の支持構造物で

ある架構は，設計竜巻の風圧力による荷重，

設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮

すべき荷重が防護ネット及び防護鋼板に作

用する場合には，主要な構造部材に塑性ひず

みが生じる場合であっても，その量が微小な

レベルに留まって破断延性限界に十分な余

裕を有し，外部事象防護対象施設の安全機能

を損なわないよう防護ネット等を支持出来

るようにする。また，設計竜巻の風圧力によ

る荷重，設計飛来物による衝撃荷重及びその

他考慮すべき荷重が主要な構造部材に直接

作用した際にも，主要な構成部材は貫通せず

又構成部材の損傷に伴う架構の崩壊に至ら

ず，外部事象防護対象施設に波及的影響を与

えないものとする。 

車両防護柵とする架構は，設計竜巻の風圧

力による荷重，設計飛来物等による衝撃荷重

及びその他考慮すべき荷重が架構に直接作

用した際に，設計飛来物等が外部事象防護対

象施設へ衝突することを防止するために，主

要な構造部材は貫通せず，部材が終局状態に

至るような荷重が生じないこととする。 

竜巻の影響に対する防護機能を期待する

扉は，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷

重に対し，扉の外殻を構成する部材が貫通を

生じない 小必要厚さ以上とし，外部事象防

護対象施設が波及的影響を受けないよう，主

要な構造部材が終局状態に至るような荷重
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 56 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

 

 

(b) 重大事故等対処設備を収納する建屋等 

重大事故等対処設備を収納する建屋等に

ついては，「Ⅴ－１－１－１－２－１ 竜巻

への配慮に関する基本方針」の「2.1.4 竜

巻の影響を考慮する施設に対する竜巻防護

設計」の「(1)b.(b) 竜巻防護対象施設を収

納する建屋」に基づく設計とする。その場合

において「竜巻防護対象施設」を「重大事故

等対処設備」に読み替えて適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 建屋等内の設備で外気と繋がっている

重大事故等対処設備 

建屋等内の設備で外気と繋がっている重

大事故等対処設備については，気圧差による

荷重に対し，「Ⅴ－１－１－１－２－１ 竜

巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.4 竜

巻の影響を考慮する施設に対する竜巻防護

設計」の「(1)b.(c) 建屋内の施設で外気と

繋がっている竜巻防護対象施設」に基づく設

計とする。その場合において「竜巻防護対象

施設」を「重大事故等対処設備」に読み替え

て適用する。 

が生じないこととする。 

 

 

(d) 竜巻より防護すべき施設を内包する施

設 

竜巻より防護すべき施設を内包する施設

については，設計竜巻荷重及びその他考慮す

べき荷重に対して，主要な構造部材が終局状

態に至るようなひずみ又は荷重が生じない

こととする。 

 

また，竜巻より防護すべき施設を内包する

施設の外殻を構成する部材が，評価式に基づ

く貫通を生じない 小必要厚さ以上とする

こと，及び竜巻より防護すべき施設が波及的

影響を受けないよう，竜巻より防護すべき施

設を内包する施設の外殻を構成する部材が

裏面剥離を生じない 小必要厚さ以上とす

ることとし，主要な構造部材が終局状態に至

るようなひずみ又は荷重が生じないことと

する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 57 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

(d) 屋外の常設重大事故等対処設備 

屋外の常設重大事故等対処設備の許容限

界は，設計荷重(竜巻)に対し，構成する主要

構造部材が，おおむね弾性状態に留まること

を基本とする。ただし，設計飛来物の衝突を

考慮する重大事故等対処設備は，重大事故等

対処設備の重大事故等への対処に必要な機

能に影響を与えるおそれのある変形を生じ

ないこととする。 

 

(e) 屋外の可搬型重大事故等対処設備 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，固縛

装置に許容限界を設定する。 

 

(f) 屋外の重大事故等対処設備に取り付け

る固縛装置 

固縛装置の許容限界は，設計竜巻の風圧力

による荷重に対し，固縛状態を維持するため

に，固縛装置の構成部材である連結材は破断

が生じないよう十分な強度を有しているこ

と，固定材は塑性ひずみが生じる場合であっ

ても，終局耐力に対し十分な強度を有するこ

ととする。 

 

 

 

 

 

(g) 重大事故等対処設備及びそれらを収納

する建屋等に波及的影響を及ぼし得る施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【53/448】から 

(b) 屋外の重大事故等対処設備に取り付

ける固縛装置 

屋外の重大事故等対処設備に取り付け

る固縛装置の許容限界は，設計竜巻の風圧

力による荷重に対し，固縛状態を維持する

ために，固縛装置の構成部材である連結材

は破断が生じないよう十分な強度を有し

ていること，固定材は塑性ひずみが生じる

場合であっても，終局耐力に対し十分な強

度を有すること及び基礎部は，取替が容易

でないことから，弾性状態に留まることと

する。 

 

 

(e) 外部事象防護対象施設等に波及的影響

を及ぼす可能性がある施設 

 

 

 

 

発電炉では「屋外の重大

事故等対処設備」に関す

る記載を別添付に展開

していることによる記

載の差異のため，新たに

議論が生じるものでは

ない。(以下、同様) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成の差異によるも
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 58 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

重大事故等対処設備及びそれらを収納

する建屋等に波及的影響を及ぼす可能性

がある施設は，「Ⅴ－１－１－１－２－１ 

竜巻への配慮に関する基本方針」の「2.1.4 

竜巻の影響を考慮する施設に対する竜巻

防護設計」の「(1)a.(b) 竜巻防護対象施

設等に波及的影響を及ぼし得る施設」に基

づく設計とする。その場合において「竜巻

防護対象施設等」を「重大事故等対処設備

及びそれらを収納する建屋等」に，「安全

機能」を「重大事故への対処に必要な機能」

に読み替えて適用する。 

 

竜巻の影響を考慮する重大事故等対処設

備に対する設計の詳細について，「2.2.4 竜

巻の影響を考慮する重大事故等対処設備の

設計方針」及び「Ⅴ－１－１－１－２－４－

１－１ 竜巻への配慮が必要な施設の強度

計算の方針」に示す。 

 

 

(2) 竜巻随伴事象に対する設計 

重大事故等対処設備は，竜巻による随伴事

象として過去の竜巻被害の状況及び MOX 燃

料加工施設における施設の配置から想定さ

れる，火災，屋外タンク等からの溢水により，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

 

竜巻随伴事象のうち外部火災に対しては，

火災源と重大事故等対処設備の位置関係を

踏まえて熱影響を評価した上で，重大事故等

 

外部事象防護対象施設等に波及的影響を

及ぼす可能性がある施設は，倒壊，損傷等が

生じる場合においても，機械的影響により外

部事象防護対象施設等の必要な機能を損な

わないよう十分な離隔を確保するか又は施

設が終局状態に至ることがないよう構造強

度を保持することとする。また，施設を構成

する主要な構造部材に塑性ひずみが生じる

場合であっても，その量が微小なレベルに留

まって破断延性限界に十分な余裕を有し，外

部事象防護対象施設等の安全機能を損なわ

ないようにする。また，機能的影響により外

部事象防護対象施設の必要な機能を損なわ

ないよう，機能喪失に至る可能性のある変形

を生じないこととする。 

 

 

 

 

【(50／448)から】 

f. 竜巻随伴事象を考慮する施設 

外部事象防護対象施設は，竜巻による随

伴事象として過去の竜巻被害の状況及び

発電所における施設の配置から想定され

る，危険物貯蔵施設の火災，屋外タンク等

からの溢水及び設計竜巻又は設計竜巻と

同時に発生する雷の影響による外部電源

喪失によって，その安全機能を損なわない

設計とする。 

竜巻随伴による火災に対しては，火災に

のであるため，記載の差

異により新たな論点が生

じるものではない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「屋外タンク等」は，それ

ぞれ「Ⅴ―１－１－４ 

外部火災への配慮に関す

る説明書」及び溢水評価

に係る設計方針に統一し

た用語として用いること

として，具体は「Ⅴ―１－
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 59 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

対処設備の許容温度を超えないことにより，

重大事故等対処設備の重大事故等への対処

に必要な機能に影響を与えない設計とし，当

該設計については，「2.4.1.3(2) 近隣工場

等の火災及び爆発に対する設計方針」に基づ

く設計とする。 

竜巻随伴事象のうち内部火災に対しては，

火災の感知・消火等の対策により重大事故等

対処設備の重大事故等への対処に必要な機

能に影響を与えない設計とし，当該設計につ

いては，「Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の

防止に関する説明書」及び「Ⅴ－１－１－４

－２ 重大事故等対処設備が使用される条

件の下における健全性に関する説明書」に基

づく設計とする。 

竜巻随伴事象のうち溢水に対しては，溢水

源と重大事故等対処設備の位置関係を踏ま

えた影響評価を行った上で，重大事故等対処

設備の重大事故等への対処に必要な機能に

影響を与えない設計とし，当該設計について

は，「2.5.4 溢水評価及び防護設計方針」に

基づく設計とする。 

 

 

 

 

(3) 必要な機能を損なわないための運用上

の措置 

竜巻に関する設計条件等に係る新知見の

収集及び竜巻に関する防護措置との組合せ

により重大事故等への対処に必要な機能を

損なわないための運用上の措置として，「Ⅴ

よる損傷の防止における想定に包絡され

る又は火災を起こさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，竜巻随伴による溢水に対しては，

溢水による損傷の防止における溢水量の

想定に包絡される又は溢水を起こさない

設計とする。 

 

 

 

さらに，竜巻随伴による外部電源喪失に

対しては，外部電源喪失を生じない又は代

替設備による電源供給が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

１－１－３－１」及び「Ⅴ

－１－１－７－１」に示

す。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 60 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

－１－１－１－２－１ 竜巻への配慮に関

する基本方針」の「2.1.4 竜巻の影響を考

慮する施設に対する竜巻防護設計」の「(3) 

必要な機能を損なわないための運用上の措

置」に基づく 

 

 

 

 

 

 

なお，次回以降に申請する重大事故等対処

設備に係る運用上の措置については，当該重

大事故等対処設備の申請に合わせて次回以

降に示す。 

 

 

 

2.2.1.5 準拠規格 

準拠する規格，基準等は「Ⅴ－１－１－１

－２－１ 竜巻への配慮に関する基本方針」

の「2.2 準拠規格」を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 適用規格 

適用する規格，基準等を以下に示す。 

・建築基準法及び同施行令 

・「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重

要度分類に関する審査指針（平成 2 年 8 月

30 日 原子力安全委員会）」 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度

分類・許容応力編ＪＥＡＧ４６０１－補

1984」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡ

Ｇ４６０１-1987」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡ

Ｇ４６０１-1991 追補版」（社）日本電気協

会 

運用に係る事項をまとめ

て記載したため。 

「竜巻に関する設計条件

等」の指す内容は，竜巻に

関する設計条件，竜巻と

同時に発生する自然現象

に関する設計条件などで

あり，冒頭の記載である

ため，当該箇所では「等」

を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成の差異によるも

のであるため，記載の差

異により新たな論点が生

じるものではない 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 61 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 

ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣｌ-2005/2007」（社）日本

機械学会 

・ＩＳＥＳ７６０７-３「軽水炉構造機器の

衝撃荷重に関する調査 その３ ミサイルの

衝突による構造壁の損傷に関する評価式の

比較検討」（高温構造安全技術研究組合） 

・「タービンミサイル評価について」（昭和

52 年 7 月 20 日 原子炉安全専門審査会） 

・Methodology for Performing Aircraft 

Impact Assessments for New Plant 

Designs(Nuclear Energy Institute 2011 

Rev8（NEI07-13）) 

・「コンクリート標準示方書 設計編」（（社）

土木学会，2007 改定） 

・「コンクリート標準示方書 設計編」（（社）

土木学会，2012 改定） 

・「コンクリート標準示方書 構造性能照査

編」（（社）土木学会，2002 改定） 

・「建築物荷重指針・同解説」（（社）日本

建築学会，2004 改定） 

・「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」

（（社）日本建築学会，2005 改定） 

・「各種合成構造設計指針・同解説」（（社）

日本建築学会，2010 改定） 

・「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」

（（社）日本建築学会，1988） 

・「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」

（（社）日本建築学会，1999） 

・「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」

（（社）日本建築学会，2010） 

・「容器構造設計指針・同解説」（（社）日
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 62 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

本建築学会，2010） 

・「塔状鋼構造設計指針・同解説」（（社）

日本建築学会，1980） 

・「煙突構造設計指針」（（社）日本建築学

会，2007） 

・「鋼構造塑性設計指針」（（社）日本建築

学会，2010 改定） 

・「鋼構造接合部設計指針」（社）日本建築

学会(2012 改定) 

・「煙突構造設計施工指針」（（一財）日本

建築センター，1982） 

・「2015 年版 建築物の構造関係技術基準解

説書」（国土交通省国土技術政策総合研究所・

国立研究開発法人建築研究所 2015） 

・「新版機械工学便覧」（日本機械学会編，

1987） 

・「伝熱工学資料（改訂第 4 版）」（（社）

日本機械学会，1986） 

・「小規模吊橋指針・同解説」（（社）日本

道路協会，2008） 

・「道路橋示方書・同解説 Ⅱ鋼橋編，Ⅳ下

部構造編」(社)日本道路協会，2012） 

・日本工業規格(ＪＩＳ) 

 

なお，「発電用原子力設備に関する構造等の

技術基準」（昭和 55 年通商産業省告示第 501

号， 終改正平成 15 年 7 月 29 日経済産業

省告示第 277 号）に関する内容については，

「発電用原子力設備規格 設計・建設規格

（2005 年版（2007 年追補版を含む））＜第

I 編 軽水炉規格＞ ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣｌ 

2005/2007」（（社）日本機械学会）に従う
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 63 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－１ 

ものとする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 64 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 竜巻の影響を考慮する重大事故等対

処設備の選定 

(1) 竜巻の影響を考慮する重大事故等対処

設備の選定の基本方針 

竜巻の影響を考慮する重大事故等対処設

備は，重大事故等対処設備の設計方針を踏ま

えて選定する。 

 

 

 

 

建屋等内の重大事故等対処設備(外気と繋

がっている重大事故等対処設備を除く)は，

建屋等により竜巻の影響から防護されるた

め，重大事故等対処設備を収納する建屋等を

竜巻の影響を考慮する重大事故等対処設備

として選定する。 

建屋等内の重大事故等対処設備で外気と

繋がっている重大事故等対処設備について

は，竜巻の影響を考慮する重大事故等対処設

備として選定する。 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-1 竜巻へ

の配慮に関する基本方針」に基づき，竜巻

の影響を考慮する施設及び竜巻防護のため

の固縛対象物の選定について説明するもの

である。 

 

2. 選定の基本方針 

竜巻の影響を考慮する施設の選定及び竜巻

防護のための固縛対象物の選定の基本方針

について説明する。 

 

2.1 竜巻の影響を考慮する施設の選定の基

本方針 

竜巻の影響を考慮する施設は，その設置場

所，構造等を考慮して選定する。 

屋外に設置している外部事象防護対象施

設，重大事故等対処設備及び防護措置とし

て設置する防護対策施設は，竜巻による荷

重が作用するおそれがあるため，竜巻の影

響を考慮する施設として選定する。 

屋内に設置している外部事象防護対象施

設及び重大事故等対処設備は，建屋にて防

護されることから，屋内の外部事象防護対

象施設及び重大事故等対処設備の代わりに

竜巻より防護すべき施設を内包する施設を

竜巻の影響を考慮する施設として選定す

る。ただし，外気と繋がっている屋内の外

部事象防護対象施設及び建屋等による飛来

物の防護が期待できない屋内の外部事象防

護対象施設については，竜巻の影響を考慮

する施設として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

外部衝撃に対する共通的

な防護対象から竜巻の影

響を考慮する施設を選定

する発電炉と竜巻に対し

て防護対象施設を選定し

ている違いによる記載の

差異であり，新たな論点

が生じるものではない。 

発電炉では，外部事象防

護対象施設及び重大事故

等対処設備を竜巻より防

護すべき施設と定義して

いる。一方，当社では，外

部事象防護対象施設を

「Ⅴ－１－１－１－２－

２ 竜巻の影響を考慮す

る施設及び固縛対象物の

選定」にて示すこととし

ているため，本添付書類

では重大事故等対処設備

に対して説明する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 65 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

重大事故等対処設備のうち屋外に設置す

る常設重大事故等対処設備は，竜巻による

荷重が作用するため，竜巻の影響を考慮す

る重大事故等対処設備として選定する。 

重大事故等対処設備のうち屋外に保管す

る可搬型重大事故等対処設備は，設計竜巻

の風圧力による荷重を考慮し，必要により

当該設備又は当該設備を収納するものに対

して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管

する設計としていることから，固縛装置を

竜巻の影響を考慮する重大事故等対処設備

として選定する。 

 

また，重大事故等対処設備及びそれらを収

納する建屋等に波及的影響を及ぼし得る施

設として，破損に伴う施設の倒壊等により重

大事故等対処設備に機械的影響を及ぼし得

る施設及び機能的影響を及ぼし得る施設を

抽出し，竜巻の影響を考慮する重大事故等対

処設備として選定する。 

 

なお，竜巻随伴事象として想定される火災

及び溢水については，「2.2.1.4 竜巻の影響

を考慮する重大事故等対処設備」に対する竜

巻防護設計」の「(2) 竜巻随伴事象に対す

る設計」のとおり他事象の設計に基づくこと

から，本項での説明の対象としない。 

なお，内的事象を要因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備は，竜

巻の影響により機能が損なわれる場合，代替

外部事象防護対象施設等に波及的影響を

及ぼす可能性がある施設として，発電所構

内の施設のうち，機械的影響を及ぼす可能

性がある施設，機能的影響を及ぼす可能性

がある施設を抽出し，竜巻の影響を考慮す

る施設として選定する。 

また，竜巻随伴事象として想定される火

災，溢水，外部電源喪失も考慮し，竜巻の

影響を考慮する施設を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「倒壊等」は倒壊，転倒，

破 損 で あ り ， 後 段 の

「2.2.2(2)a.(d) 重大事

故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等に波及

的影響を及ぼし得る施

設」で示すため，ここで

は，「等」のままとした。 

 

 

 

 

基本設計方針に記載を合

わせたことによる記載の

差異のため新たに論点が

生じるものではない 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 66 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

設備により必要な機能を確保すること，安全

上支障のない期間で修理の対応を行うこと，

関連する工程の停止等又はこれらを適切に

組み合わせることにより，機能を損なわない

設計とすることから，竜巻の影響を考慮する

重大事故等対処設備として選定しない。 

 

なお，再処理施設にて設置されMOXにおい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

に合わせて説明する予定であり，次回以降の

申請で説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 竜巻防護のための固縛対象物の選定の

基本方針 

外部事象防護対象施設に対して竜巻によ

る飛来物の影響を防止する観点から，竜巻

による飛来物として想定すべき資機材等を

調査し，設計竜巻により飛来物となり外部

事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼす

可能性があるものを固縛，固定，外部事象

防護対象施設等からの離隔及び頑健な建屋

内に収納又は撤去する。 

屋外の重大事故等対処設備は，設計竜巻

の風圧力による荷重に対して，位置的分散

等を考慮した設置又は保管により，重大事

故等に対処するために必要な機能を損なわ

ない設計に加え，悪影響防止の観点から，

浮き上がり又は横滑りによって設計基準事

故対処設備等や同じ機能を有する他の重大

事故等対処設備に衝突し，損傷させること

のない設計とすることから，屋外の重大事

故等対処設備は，設計竜巻の風圧力に対

し，竜巻時及び竜巻通過後において，外部

事象防護対象施設や同じ機能を有する他の
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 67 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備に衝突し，損傷させる

可能性のあるものについて固縛する。 

 

3. 竜巻の影響を考慮する施設の選定 

選定の基本方針を踏まえ，以下のとおり竜

巻の影響を考慮する施設を選定する。 

 

3.1 外部事象防護対象施設 

竜巻から防護すべき施設のうち外部事象防

護対象施設を以下のとおり選定する。 

(1) 屋外の外部事象防護対象施設 

外部事象防護対象施設のうち，屋外に設置

している施設を，竜巻の影響を考慮する施

設として以下の施設を選定する。 

・残留熱除去系海水系ポンプ 

・残留熱除去系海水系ストレーナ 

・主排気筒 

・中央制御室換気系冷凍機 

・非常用ディーゼル発電機室ルーフベント

ファン及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機室ルーフベントファン（以下「非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベン

トファン」という。） 

・非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用

海水ポンプ（以下「非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水ポンプ」という。） 

・非常用ディーゼル発電機用海水ストレー

ナ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機用海水ストレーナ（以下「非常用ディー

 

 

 

外部事象防護対象施設の

方針は「Ⅴ－１－１－１

－２－２ 竜巻の影響を

考慮する施設及び固縛対

象物の選定」で示すこと

としているため，添付書

類に紐づけに関する記載

は不要。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 68 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ストレーナ」と

いう。） 

・非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気口

（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

吸気口」という。） 

・配管及び弁（残留熱除去系海水系ポン

プ，中央制御室換気系冷凍機及び非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ周

り） 

・非常用ガス処理系排気筒 

・原子炉建屋 

・排気筒モニタ 

・放水路ゲート 

 

【72／448】へ 

(2) 外気と繋がっている屋内の外部事象

防護対象施設 

屋内に設置している外部事象防護対象施

設のうち，外気と繋がる外部事象防護対

象施設については，竜巻の気圧差による

荷重が作用するおそれがあるため，竜巻

の影響を考慮する施設として，以下の施

設を選定する。 

・中央制御室換気系隔離弁，ファン（ダ

クト含む。），非常用ディーゼル発電機

室換気系ダクト及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機室換気系ダクト 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 69 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト

（原子炉建屋原子炉棟貫通部） 

 

 

 

 

 

【73／448】へ 

(3) 建屋等による飛来物の防護が期待で

きない屋内の外部事象防護対象施設 

屋内に設置している外部事象防護対象施

設のうち，建屋等による飛来物防護が期

待できない外部事象防護対象施設につい

ては，設計竜巻による荷重が作用するお

それがあるため，竜巻の影響を考慮する

施設として以下のとおり選定する。な

お，建屋等による防護が期待できない外

部事象防護対象施設は，損傷する可能性

がある屋内の外部事象防護対象施設及び

損傷する可能性のある開口部付近の外部

事象防護対象施設を竜巻の影響を考慮す

る施設とする。 

 

a. 損傷する可能性がある屋内の外部事象

防護対象施設 

原子炉建屋原子炉棟は，竜巻による気圧

低下により，原子炉建屋外側ブローアウ

トパネルが開放され，外壁開口部が発生

し，設計竜巻荷重が建屋内の防護対象施

設に作用する可能性があるため，以下の

施設を選定する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 70 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プール及び燃料プール冷却

浄化系真空破壊弁（以下「原子炉建屋原

子炉棟6 階 設置設備」という。） 

・燃料交換機及び原子炉建屋天井クレー

ン 

・非常用ガス処理系設備及び非常用ガス

再循環系設備 

 

b. 損傷する可能性がある開口部付近の外

部事象防護対象施設 

原子炉建屋付属棟の建屋開口部及び扉，

使用済燃料乾式貯蔵建屋の建屋開口部等

が飛来物の衝突により損傷し，飛来物が

建屋内の外部事象防護対象施設に衝突す

る可能性があるため，以下の施設を選定

する。 

・中央制御室換気系隔離弁，ファン（空

気調和器含む。）及びフィルタユニット

（以下「原子炉建屋付属棟3 階中央制御

室換気空調設備」という。） 

・非常用電源盤（電気室） 

・原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト

（原子炉建屋原子炉棟貫通部） 

・使用済燃料乾式貯蔵容器 

・使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン 

外部事象防護対象施設のうち竜巻の影響

を考慮する施設の選定フローを図3-1 に

示す。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 71 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

(2) 竜巻の影響を考慮する重大事故等対処

設備及びそれらを収納する建屋等 

 「(1) 竜巻の影響を考慮する重大事故等

対処設備の選定の基本方針」を踏まえ，以下

のとおり竜巻の影響を考慮する重大事故等

対処設備を選定する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 重大事故等対処設備 

屋外に設置又は保管している重大事故等

対処設備は，竜巻の影響を受けることか

ら，全ての重大事故等対処設備を竜巻の影

響を考慮する施設として選定する。 

屋外に設置する具体的な重大事故等対処

設備については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-別添

1 屋外に設置されている重大事故等対処設

備の抽出」に示す。また，設計竜巻の風圧

力による荷重に対し，固縛対象の選定の考

え方については，「4.2 屋外の重大事故等

対処設備」に示す。 

 

3.3 防護対策施設 

外部事象防護対象施設の損傷防止のために

防護措置として設置する施設を，竜巻の影

響を考慮する施設として選定する。 

・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルー

フベントファン防護対策施設（防護ネッ

ト，防護鋼板及び架構） 

・中央制御室換気系冷凍機防護対策施設

（防護ネット，防護鋼板及び架構） 

・海水ポンプエリア防護対策施設（防護ネ

ット，防護鋼板及び架構） 

・中央制御室換気系開口部防護対策施設

（防護鋼板及び架構） 

・原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護

対策施設（防護ネット，防護鋼板及び架

構） 

・原子炉建屋付属棟軽量外壁部防護対策施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉では，屋外に設置

又は保管している重大事

故等対処設備の選定につ

いては，別添付で示すこ

ととしている。一方，当

社では，「Ⅴ－１－１－４

－２－１ 重大事故等対

処設備の設計方針」にて

示すこととしているた

め，記載による差異はな

い。 

 

MOX 燃料加工施設には対

象施設がないため記載に

よる差異はない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 72 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 設計竜巻による直接的影響を考慮する

重大事故等対処設備の選定 

(a) 重大事故等対処設備を収納する建屋等 

建屋等内の重大事故等対処設備は，建屋等

にて防護されることから，建屋等内の重大事

故等対処設備の代わりに重大事故等対処設

備を収納する建屋等を，竜巻の影響を考慮す

る重大事故等対処設備とする。 

 

・燃料加工建屋 

 

なお，再処理施設にて設置され MOX におい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

に合わせて説明する予定であり，次回以降の

申請で説明する。 

 

 

(b) 建屋等内の設備で外気と繋がっている

重大事故等対処設備 

建屋等内の重大事故等対処設備のうち，外

気と繋がっている重大事故等対処設備につ

いては，竜巻の気圧差による荷重が作用する

設（防護鋼板） 

・原子炉建屋付属棟開口閉鎖部防護対策施

設（防護鋼板） 

・使用済燃料乾式貯蔵容器防護対策施設

（防護ネット及び架構（車両防護柵を含

む。）） 

 

3.4 竜巻より防護すべき施設を内包する施

設 

屋内に設置している竜巻より防護すべき施

設は，建屋にて防護されることから，竜巻

より防護すべき施設の代わりに竜巻より防

護すべき施設を内包する施設を，竜巻の影

響を考慮する施設として選定する。 

・タービン建屋（気体廃棄物処理系隔離弁

等を内包する建屋） 

・使用済燃料乾式貯蔵建屋（使用済燃料乾

式貯蔵容器を内包する建屋） 

・軽油貯蔵タンクタンク室（軽油貯蔵タン

クを内包する構造物） 

・排気筒モニタ建屋（排気筒モニタを内包

する建屋） 

 

 

 

【68／448】から 

(2) 外気と繋がっている屋内の外部事象

防護対象施設 

屋内に設置している外部事象防護対象

施設のうち，外気と繋がる外部事象防護

対象施設については，竜巻の気圧差によ
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 73 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

おそれがあるため，竜巻の影響を考慮する重

大事故等対処設備とする。 

・気体廃棄物の廃棄設備 外部放出抑制設

備（丸ダクト，角ダクト，配管） 

・気体廃棄物の廃棄設備 代替グローブボ

ックス排気設備（丸ダクト，角ダクト，配管） 

・放射線監視設備 排気モニタリング設備

（丸ダクト，角ダクト，配管） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る荷重が作用するおそれがあるため，竜

巻の影響を考慮する施設として，以下の

施設を選定する。 

・中央制御室換気系隔離弁，ファン（ダ

クト含む。），非常用ディーゼル発電機

室換気系ダクト及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機室換気系ダクト 

・原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト

（原子炉建屋原子炉棟貫通部） 

 

【69／448】から 

3) 建屋等による飛来物の防護が期待でき

ない屋内の外部事象防護対象施設 

屋内に設置している外部事象防護対象施

設のうち，建屋等による飛来物防護が期

待できない外部事象防護対象施設につい

ては，設計竜巻による荷重が作用するお

それがあるため，竜巻の影響を考慮する

施設として以下のとおり選定する。な

お，建屋等による防護が期待できない外

部事象防護対象施設は，損傷する可能性

がある屋内の外部事象防護対象施設及び

損傷する可能性のある開口部付近の外部

事象防護対象施設を竜巻の影響を考慮す

る施設 

とする。 

 

a. 損傷する可能性がある屋内の外部事象

防護対象施設 

原子炉建屋原子炉棟は，竜巻による気圧

低下により，原子炉建屋外側ブローアウ
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 74 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トパネルが開放され，外壁開口部が発生

し，設計竜巻荷重が建屋内の防護対象施

設に作用する可能性があるため，以下の

施設を選定する。 

・使用済燃料プール及び燃料プール冷却

浄化系真空破壊弁（以下「原子炉建屋原

子炉棟6 階 設置設備」という。） 

・燃料交換機及び原子炉建屋天井クレー

ン 

・非常用ガス処理系設備及び非常用ガス

再循環系設備 

 

【70／448】から 

b. 損傷する可能性がある開口部付近の外

部事象防護対象施設 

原子炉建屋付属棟の建屋開口部及び扉，

使用済燃料乾式貯蔵建屋の建屋開口部等

が飛来物の衝突により損傷し，飛来物が

建屋内の外部事象防護対象施設に衝突す

る可能性があるため，以下の施設を選定

する。 

・中央制御室換気系隔離弁，ファン（空

気調和器含む。）及びフィルタユニット

（以下「原子炉建屋付属棟3 階中央制御

室換気空調設備」という。） 

・非常用電源盤（電気室） 

・原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト

（原子炉建屋原子炉棟貫通部） 

・使用済燃料乾式貯蔵容器 

・使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン 

外部事象防護対象施設のうち竜巻の影響
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 75 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

(c) 屋外の常設重大事故等対処設備 

 屋外の常設重大事故等対処設備について

は，竜巻の影響を考慮する設備とする。 

 

・情報把握収集伝送設備 燃料加工建屋建

屋間伝送用無線装置 

 

なお，再処理施設にて設置されMOXにおい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

に合わせて説明する予定であり，次回以降の

申請で説明する。 

 

 

(d) 固縛装置 

 屋外に保管する可搬型重大事故等対処

設備及び当該設備を収納するものの転倒

防止及び悪影響防止のための必要な措置

として設置する固縛装置を，竜巻の影響

を考慮する設備として選定する。 

・固縛装置 

・固定装置 

 

(e) 重大事故等対処設備及びそれらを収納

する建屋等に波及的影響を及ぼし得る施設 

重大事故等対処設備及びそれらを収納す

る建屋等に対して，破損に伴う倒壊又は転倒

による機械的影響を及ぼし得る施設及び付

を考慮する施設の選定フローを図3-1 に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 外部事象防護対象施設等に波及的影響

を及ぼす可能性がある施設外部事象防護対

象施設等の機能に，機械的影響，機能的影

発電炉では，屋外に設置

又は保管している重大事

故等対処設備の選定につ

いては，別添付で示すこ

ととしている。一方，当

社では，「Ⅴ－１－１－４

－２－１ 重大事故等対

処設備の設計方針」にて

示すこととしているた

め，記載による差異はな

い。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 76 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

属施設の破損による機能的影響を及ぼし得

る施設を重大事故等対処設備及びそれらを

収納する建屋等に波及的影響を及ぼし得る

施設として抽出する。 

 

イ. 機械的影響を及ぼし得る施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

倒壊又は転倒により重大事故等対処設備

及びそれらを収納する建屋等に機械的影響

を及ぼし得る施設としては，施設高さが低い

施設は倒壊しても重大事故等対処設備及び

それらを収納する建屋等に影響を与えない

ため，当該施設の高さと重大事故等対処設備

及びそれらを収納する建屋等までの 短距

離を比較することにより選定する。 

また，竜巻の風圧力による荷重により飛来

物となる可能性がある資機材等のその他の

施設についても機械的影響を及ぼし得る可

能性がある施設として選定する。 

 

 

 

 

響の観点から，波及的影響を及ぼす可能性

がある施設を抽出する。 

 

 

 

 

(1) 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 

外部事象防護対象施設等に機械的影響を及

ぼす可能性がある施設として，外部事象防

護対象施設を内包する施設に隣接し，外部

事象防護対象施設を内包する施設との接触

により，外部事象防護対象施設に損傷を及

ぼす可能性がある外部事象防護対象施設を

内包しない施設及び倒壊により外部事象防

護対象施設に損傷を及ぼす可能性がある施

設を竜巻の影響を考慮する施設として抽出

する。 

倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を

及ぼす可能性がある施設としては，施設高

さが低い施設は倒壊しても外部事象防護対

象施設に影響を与えないため，当該施設の

高さと外部事象防護対象施設までの 短距

離を比較することにより選定する。 

 

 

また，竜巻の風圧力により飛来物となる可

能性がある屋外の重大事故等対処設備及び

資機材等のその他の施設についても機械的

影響を及ぼす可能性がある施設として選定

する。 

 

a. 外部事象防護対象施設を内包する施設に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工建屋に隣接

し，接触による波及的影

響を及ぼす可能性のある

施設がないため 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 77 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 倒壊又は転倒により重大事故等対処

設備及びそれらを収納する建屋等に損傷を

及ぼし得る施設 

倒壊又は転倒により重大事故等対処設備

及びそれらを収納する建屋等に損傷を及ぼ

し得る以下の施設を選定する。 

・気体廃棄物の廃棄設備 排気筒 

 

なお，気体廃棄物の廃棄設備の排気筒は屋

外に設置する常設重大事故等対処設備であ

るが，内的事象を要因とする安全上重要な施

設以外の安全機能を有する施設と兼用する

常設重大事故等対処設備であり，代替設備等

により必要な機能を確保するため，竜巻の影

響を考慮する重大事故等対処設備としては

選定しない。 

 

 

(ロ) その他の施設 

その他，竜巻の風圧力により機械的影響を

及ぼし得る施設として，以下の施設を選定す

る。 

 

隣接し外部事象防護対象施設を内包する施

設との接触により外部事象防護対象施設に

損傷を及ぼす可能性がある施設 

外部事象防護対象施設に隣接し，外部事象

防護対象施設を内包する施設と接触する可

能性がある以下の施設を選定する。 

・サービス建屋（原子炉建屋及びタービン

建屋に隣接する施設） 

 

b. 倒壊により外部事象防護対象施設等に損

傷を及ぼす可能性がある施設 

倒壊により外部事象防護対象施設等に損傷

を及ぼす可能性のある以下の施設を選定す

る。 

・海水ポンプエリア防護壁（海水ポンプ室

近傍の施設） 

・鋼製防護壁（海水ポンプ室近傍の施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. その他の施設 

その他，竜巻の風圧力により機械的影響を

及ぼす可能性があるものとして，以下の施

設を選定する。 

・発電所敷地の屋外に保管する資機材，重

 

 

 

 

施設の選定結果の差異は

施設の違いによるもので

あり，新たな論点が生じ

るものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 78 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

・再処理事業所内の屋外に保管する資機材

等 

・エネルギー管理建屋の屋根及び外壁 

 

運動エネルギ又は貫通力が設計飛来物よ

り大きな資機材等についても，固縛等の飛来

物発生防止対策を実施する。 

具体的な固縛対象物については，「2.2.3 

竜巻防護のための固縛対象物の選定」に示

す。 

なお，エネルギー管理建屋は，燃料加工建

屋に隣接する建屋であり，燃料加工建屋内

に，工業用水，水素・アルゴン混合ガス等を

供給する機器を収納する建屋である。 

 

 

ロ. 機能的影響を及ぼし得る施設 

重大事故等対処設備のうち屋外部分の破

損による機能的影響を及ぼす可能性のある

施設としては，竜巻の影響により重大事故等

対処設備の重大事故への対処に必要な機能

を損なわせるおそれがある施設を選定する。 

機能的影響を及ぼし得る施設については，

再処理施設にて設置され MOX において共用

する重大事故等対処設備及びそれらを収納

する建屋等の申請に合わせて次回以降の申

請で説明する。 

 

 

 

 

 

大事故等対処設備等 

屋外の重大事故等対処設備は，飛来した

場合に外部事象防護対象施設や同じ機能を

有する他の重大事故等対処設備に衝突し，

損傷させる可能性のある設備について，固

縛等の飛来物発生防止対策を実施する。ま

た，運動エネルギ又は貫通力が設計飛来物

より大きな資機材等（屋外の重大事故等対

処設備を除く。）についても，固縛等の飛

来物発生防止対策を実施する。 

具体的な固縛対象物については，「4. 竜

巻防護のための固縛対象物の選定」に示

す。 

 

 

 

 (2) 機能的影響を及ぼす可能性がある施設 

外部事象防護対象施設等に波及的影響を

及ぼす可能性がある施設のうち，機能的影

響を及ぼす可能性がある施設として，外部

事象防護対象施設の屋外の付属設備を竜巻

の影響を考慮する施設として選定する。 

 

 

 

 

 

 

a. 外部事象防護対象施設の屋外の付属設備 

外気と繋がっており，竜巻の風圧力及び

気圧差による影響を受ける可能性があり，

外部事象防護対象施設の付属配管である以

エネルギー管理建屋は，

燃料加工建屋に隣接する

建屋であり，倒壊に対し

て重大事故等対処設備を

収納する燃料加工建屋と

離隔距離が取られている

ため波及的影響を及ぼし

得る施設とはならない

が，屋根及び外壁が竜巻

の風圧力により飛散する

おそれがあるため，選定

したことにより記載に差

異がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉では，屋外に設置

又は保管している重大事

故等対処設備の選定につ
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 79 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下の施設を選定する。 

・非常用ディーゼル発電機排気消音器及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気

消音器（以下「非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）排気消音器」という。）（ディー

ゼル発電機等の付属設備） 

・非常用ディーゼル発電機排気配管，非常

用ディーゼル発電機燃料デイタンクベント

管，非常用ディーゼル発電機機関ベント管

及び非常用ディーゼル発電機潤滑油サンプ

タンクベント管並びに高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機排気配管，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料デイタンクベ

ント管，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機機関ベント管及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機潤滑油サンプタンクベン

ト管（以下「非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）付属排気配管及びベント配管」とい

う。）（ディーゼル発電機等の付属設備） 

・残留熱除去系海水系配管（放出側）（残

留熱除去系海水系ポンプの付属設備） 

・非常用ディーゼル発電機用海水配管（放

出側）及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機用海水配管（放出側）（以下「非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水配管

（放出側）」という。）（非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ポンプの付属設

備） 

いては，別添付で示すこ

ととしている。一方，当

社では，「Ⅴ-1-1-2-3-4 

竜巻防護に関する屋外重

大事故等対処設備の設計

方針」にて示すこととし

ているため，差異がある。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 80 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部事象防護対象施設等に波及的影響を及

ぼす可能性がある施設の選定フローを，図

3-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 竜巻随伴事象を考慮する施設 

火災を考慮する施設として油を内包する

屋外の危険物貯蔵施設や残留熱除去系海水

系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプを選定し，溢水を考慮

する施設として屋外タンク等を選定し，外

部電源喪失事象を考慮する施設として送電

線を選定する。 

・屋外の危険物貯蔵施設（火災） 

・残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル 

発電機を含む。）用海水ポンプ（火災） 

・屋外タンク等（溢水） 

・送電線（外部電源喪失） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

随伴事象である火災及び

溢水については，「2.2.1 

竜巻防護に関する基本方

針」で外部火災及び溢水

の事象に展開したため，

記載しない。 

外部電源喪失事象は重大

事故等対処設備使用時の

の環境条件のため記載し

ない。 

施設の選定結果の差異は

施設の違いによるもので

あり，新たな論点が生じ

るものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 81 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

2.2.3 竜巻防護のための固縛対象物の選定 

2.2.3.1 竜巻防護のための固縛対象物の選

定の基本方針 

竜巻防護のための固縛対象物は「Ⅴ－１－

１－１－２－２ 竜巻の影響を考慮する施

設及び固縛対象物の選定」の「3. 竜巻防護

のための固縛対象物の選定」に基づき選定

し，加えて屋外の重大事故等対処設備を選定

する。 

その場合において「竜巻防護対象施設」

を「重大事故等対処設備」に読み替えて適

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 竜巻防護のための固縛対象物の選定 

発電所敷地の屋外に保管する資機材等及

び屋外の重大事故等対処設備のうち，固縛

を実施するものの選定について説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 発電所敷地の屋外に保管する資機材等 

4.1.1 発電所における飛来物の調査 

東海第二発電所及び東海発電所構内におい

て，竜巻防護の観点から想定すべき飛来物

を選定するために現地調査を行い，その結

果を基に想定すべき飛来物となりうる資機

材等を抽出した。 

調査範囲は発電所構内の建屋，構造物の外

回り，建屋屋上，構内道路，駐車場及び資

機材が保管可能な空き地を調査した。図4-1 

に発電所における現地調査範囲を示す。 

また，調査結果について表4-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成の差異によるも

のであるため，記載の差

異により新たな論点が生

じるものではない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 発電所における現地調査範囲図 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 82 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 固縛対象物の選定 

飛来物調査により抽出した，飛来物とな

り得る資機材等について，資機材等の寸

法，質量及び形状より空力パラメータ

(CDA/m)を次式により算出する。 

A ：代表面積(m2) 

c：係数(0.33) 

CD ：抗力係数 

m ：質量(kg) 

出典：東京工芸大学（平成23 年2 月）「平

成21～22 年度原子力安全基盤調査研究（平

成22 年度）竜巻による原子力施設への影響

に関する調査研究」，独立行政法人原子力

安全基盤機構委託研究成果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1 発電所における竜巻防護の観点

から想定すべき主な飛来物の一覧表 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 83 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表面積A(m２)は，想定すべき飛来物の

形状に応じて直方体又は円柱に置換した各

面の面積を表し，資機材等の形状に応じて

適切に選定する。また，抗力係数CD は，想

定すべき飛来物の形状に応じた係数とし

て，表4-2 に示すCD1～CD3 を用いる。 

算 出した空力パラメータを用いて，竜巻

による風速場の中での飛来物の軌跡を解析

する解析コードの「ＴＯＮＢＯＳ」によ

り，飛来物の速度，飛散距離及び飛散高さ

を算出する。 

 

また，飛来物の運動エネルギ(＝1/2・m・

V２)は飛来物の質量と解析コード「ＴＯＮ

ＢＯＳ」により算出した速度から求める。 

さらに，飛来物の貫通力として，飛来物

の衝突による貫通が発生する時の部材厚

（貫通限界厚さ）を算出する。貫通限界厚

さは，コンクリートに対して米国ＮＲＣの

基準類に算出式として記載されている修正

NDRC 式（4.1）及びDegen 式（4.2），鋼板

に対して「タービンミサイル評価（昭和52 

年7 月20 日 原子炉安全専門審査会）」の

中で貫通厚さの算出式に使用されているBRL 

式から求める。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 84 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜修正NDRC 式及びDegen 式＞ 

 

 

tp ：貫通限界厚さ(cm) 

xc ：貫入深さ(cm) 

Fc ：コンクリートの設計基準強度(固縛対象

物の選定では 250 kgf/cm２とする。) 

d ：飛来物の直径(cm) 

（飛来物の衝突面の外形の 小投影面積

に等しい円の直径） 

M ：飛来物の質量(kg) 

V ：飛来物の 大水平速度(m/s) 

N ：飛来物の先端形状係数(=1.14) 

（保守的な評価となる，非常に鋭い場合の

数値を使用） 

 

αc ：飛来物の低減係数(=1.0) 

αp ：飛来物の低減係数(=1.0) 

 

＜BRL 式＞ 

 

T ：貫通限界厚さ(m) 

d ：飛来物が衝突する衝突断面の等価直径

(m) 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 85 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ も投影面積が小さくなる衝突断面の

等価直径） 

K ：鋼板の材質に関する係数(=1.0) 

m ：飛来物の質量(kg) 

v ：飛来物の飛来速度(m/s) 

 

固縛対象物の選定は，設計飛来物に包含

されているか否かについての観点により，

以下の項目を満たすものを抽出する。 

［固縛対象物（設計飛来物に包含されない

物）の選定］ 

・運動エネルギが設計飛来物に設定してい

る鋼製材の176 kJ より大きいもの。 

・コンクリートに対する貫通力（貫通限界

厚さ）が設計飛来物に設定している鋼製材

の25.9 cm より大きいもの。 

・鋼板に対する貫通力（貫通限界厚さ）が

設計飛来物に設定している鋼製材の31.2 mm

より大きいもの。 

 

設計飛来物に包含されない資機材等は，

外部事象防護対象施設等及び防護対策施設

までの距離又は障害物の有無を考慮し，離

隔（退避含む）の対策を講じることができ

ない資機材等は外部事象防護対象施設等及

び防護対策施設に波及的影響を及ぼす可能

性があることから固定又は固縛する。 

 

なお，評価に用いた解析コード「ＴＯＮ

ＢＯＳ」の検証，妥当性確認等の概要につ

いては，添付書類「Ｖ-5-9 計算機プログラ

ム（解析コード）の概要・ＴＯＮＢＯＳ」
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 86 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に示す。 

固縛対象物の選定フローを図4-2 に示す。 

 

 

表 4-2 飛来物の抗力係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 固縛対象物等及び固縛対象設備の選

定フロー 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 87 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－２ 

 

2.2.3.2 屋外の可搬型重大事故等対処設備 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設

計竜巻の風圧力による荷重に対して，位置

的分散等を考慮した保管により，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計

に加え，必要に応じて固縛等の措置をとる

ことで，転倒防止を図るとともに，浮き上

がり又は横滑りによって再処理事業所内の

他の設備(安全機能を有する施設，当該重大

事故等対処設備以外の重大事故等対処設

備，再処理施設及び再処理施設の重大事故

等対処設備を含む。)に悪影響を及ぼさない

設計とすることから，全ての屋外の可搬型

重大事故等対処設備に対して固縛を実施す

る。固縛を実施する屋外の可搬型重大事故

等対処設備を第2.2.3.2-1表に示す。 

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備

を収納して保管する場合には，当該設備を

収納するものに対して固縛を実施する。 

なお，再処理施設にて設置されMOXにおい

て共用する可搬型重大事故等対処設備につ

いては，設備毎の申請に合わせて説明する

予定であり，次回以降の申請で説明する。 

 

 

4.2 屋外の重大事故等対処設備 

屋外の重大事故等対処設備のうち，固縛

を必要とする重大事故等対処設備（以下

「固縛対象設備」という。）は，設計竜巻

の風荷重により設計基準事故対処設備等

（外部事象防護対象設備）や同じ機能を有

する他の重大事故等対処設備に衝突し，損

傷させる可能性があるかの観点で選定す

る。 

資機材等に対する固縛の要否と同様に，

解析コードの「ＴＯＮＢＯＳ」により，屋

外重大事故等対処設備が飛散した時の速

度，飛散距離及び飛散高さを算出する。算

出された飛散距離と，外部事象防護対象設

備や同じ機能を有する他の重大事故等対処

設備との配置及び障害物の有無を考慮し，

悪影響を及ぼす可能性がある重大事故等対

処設備は，固縛対象設備として選定する。 

なお，固縛対象設備として選定されなか

った屋外の重大事故等対処設備は，「4.1 

発電所敷地の屋外に保管する資機材等」と

同様に，設計飛来物による影響に包含され

るかの観点で固縛の要否を選定する。 

なお，具体的な固縛対象設備については，

添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-4 竜巻防護に関する

屋外重大事故等対処設備の設計方針」に記載

する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 88 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 2.2.4 竜巻の影響を考慮する重大事故

等対処設備の設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.1 設計の基本方針 

「2.2.1 竜巻防護に関する基本方

針」に基づき，重大事故等対処設備が，

重大事故等への対処に必要な機能を損

なうおそれがないようにするため，竜巻

の影響を考慮する重大事故等対処設備

の防護設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

防護設計に当たっては，「2.2.1 竜巻

防護に関する基本方針」にて設定してい

る竜巻防護設計の目的及び「2.2.2 竜

巻の影響を考慮する重大事故等対処設

備の選定」にて選定している設備分類を

踏まえて，設備分類ごとの要求機能を整

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-1 竜巻へ

の配慮に関する基本方針」及び添付書類「Ⅴ-

1-1-2-3-2 竜巻の影響を考慮する施設及び固

縛対象物の選定」に基づき，竜巻防護に関す

る施設の施設分類，要求機能及び性能目標を

明確にし，各施設分類の機能設計及び構造強

度設計に関する 

設計方針について説明するものである。 

 

 

2. 設計の基本方針 

発電所に影響を与える可能性がある竜巻の

発生により，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-1 竜巻へ

の配慮に関する基本方針」にて設定している

竜巻より防護すべき施設が，その安全機能又

は重大事故等に対処するために必要な機能を

損なうおそれがないようにするため，竜巻の

影響を考慮する施設の設計を行う。竜巻の影

響を考慮する施設は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-

1 竜巻への配慮に関する基本方針」にて設定

している設計竜巻に対して，その機能が維持

できる設計とする。 

 

竜巻の影響を考慮する施設の設計に当たっ

ては，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-1 竜巻への配慮

に関する基本方針」にて設定している竜巻防

護設計の目的及び添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-2 竜

巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選

定」にて選定している施設の分類を踏まえて，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉では，外部事象防護

対象施設及び重大事故等

対処設備を竜巻より防護

すべき施設と定義してい

る。 

一方，当社では，外部事象

防護対象施設を「Ⅴ－１－

１－１－２－３ 竜巻の

影響を考慮する施設の設

計方針」にて示すこととし

ているため，本添付書類で

は重大事故等対処設備に

対して説明する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 89 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

理するとともに，設備ごとに機能設計上

の性能目標及び構造強度設計上の性能

目標を定める。 

 

 

竜巻の影響を考慮する重大事故等対

処設備の機能設計上の性能目標を達成

するため，設備分類ごとに各機能の設計

方針を示す。なお，屋外の可搬型重大事

故等対処設備の固縛設計に関する設計

方針は，「2.2.5 屋外の可搬型重大事故

等対処設備の固縛に関する設計方針」で

可搬型重大事故等対処設備の申請に合

わせて次回以降に詳細を説明する。 

竜巻の影響を考慮する重大事故等対

処設備の設計フローを第2.2.4.1-1図に

示す。  

 

第2.2.4.1-1図 竜巻の影響を考慮する

重大事故等対処設備の設計フロー 

 

 

施設分類ごとの要求機能を整理するととも

に，施設ごとに機能設計上の性能目標及び構

造強度設計上の性能目標を定める。 

 

 

竜巻の影響を考慮する施設の機能設計上の

性能目標を達成するため，施設分類ごとに各

機能の設計方針を示す。なお，屋外の重大事

故等対処設備の竜巻防護に関しての位置的分

散による機能維持設計及び悪影響防止のため

の固縛設計に関する設計方針は，添付書類「Ⅴ

-1-1-2-3-4 竜巻防護に関する屋外重大事故

等対処設備の設計方針」に示す。 

竜巻の影響を考慮する施設の設計フローを

図 2-1 に示す。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 90 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

竜巻の影響を考慮する重大事故等対

処設備が構造強度設計上の性能目標を

達成するための設備ごとの構造強度の

設計方針等については，「Ⅴ－１－１－

１－２－４－１ 竜巻への配慮が必要

な施設の強度計算の方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2 要求機能及び性能目標 

竜巻防護設計を実施する目的は，MOX

燃料加工施設に影響を与える可能性が

竜巻の影響を考慮する施設が構造強度設計

上の性能目標を達成するための施設ごとの構

造強度の設計方針等については，添付書類「Ⅴ

-3-別添 1 竜巻への配慮が必要な施設の強度

に関する説明書」に示すこととし，防護ネッ

ト等の防護対策施設を除く竜巻の影響を考慮

する施設の強度計算の方針を添付書類「Ⅴ-3-

別添 1-1 竜巻への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」に，防護対策施設の強度計算の方

針を添付書類「Ⅴ-3-別添 1-2 防護対策施設

の強度計算の方針」に示す。 

なお，竜巻の影響に対する防護機能を期待す

る扉は，竜巻により防護すべき施設を内包す

る施設を構成する建具であることから，扉の

強度計算の方針は原子炉建屋の一部として，

添付書類「Ⅴ-3-別添 1-1 竜巻への配慮が必

要な施設の強度計算の方針」に示す。 

また，竜巻防護措置として設置する防護対

策施設については，外部事象防護対象施設へ

の地震による波及的影響を防止する設計とし

ている。耐震計算の方針，方法及び結果につ

いては，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明

書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

3. 要求機能及び性能目標 

竜巻防護対策を実施する目的として，添付

書類「Ⅴ-1-1-2-3-1 竜巻への配慮に関する基

「構造強度の設計方針等」

の指す内容は，構造強度の

設計方針，機能維持の方針

であり，評価対象施設ごと

に「Ⅴ―１―１―１―２―

４―１－１ 竜巻への配

慮が必要な施設の強度計

算の方針」において示す。

(フード・風除室の強度計算

の方針に付いても示す。) 

防護対策施設は MOX 燃料

加工施設にはないので記

載に差異がある。 

MOX 燃料加工施設では，発

電炉のように外殻となる

開口には水密扉のような

防護対策設備がないが，設

計飛来物の影響を考慮し，

重大事故等対処設備を設

置しない区画の設定する

設計とする。竜巻防護対象

施設を設置しない区画の

設定を強度計算の方針で

ある，「Ⅴ－１－１－１－

２－４－１－１ 竜巻へ

の配慮が必要な施設の強

度計算の方針」に示す。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 91 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

ある竜巻の発生に伴い，重大事故等対

処設備の重大事故等への対処に必要な

機能を損なわないことである。また，

設備分類については，「2.2.2 竜巻の

影響を考慮する重大事故等対処設備の

選定」に基づき，重大事故等対処設備

を収納する建屋等，建屋等内の重大事

故等対処設備で外気と繋がっている重

大事故等対処設備，屋外の重大事故等

対処設備，固縛装置，重大事故等対処

設備及びそれらを収納する建屋等に波

及的影響を及ぼし得る施設並びに竜巻

随伴事象を考慮する重大事故等対処設

備に分類している。これらを踏まえ，

設備分類ごとに要求機能を整理すると

ともに，設備分類ごとの要求機能を踏

まえた設備ごとの機能設計上の性能目

標及び構造強度設計上の性能目標を設

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本方針」において，発電所に影響を与える可

能性がある竜巻の発生に伴い，外部事象防護

対象施設の安全機能を損なうおそれがないこ

と及び重大事故等対処設備の重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がないこととしている。また，施設の分類に

ついては，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-2 竜巻の影

響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」に

おいて，外部事象防護対象施設，重大事故等

対処設備，防護対策施設，竜巻より防護すべ

き施設を内包する施設，外部事象防護対象施

設等に波及的影響を及ぼす可能性がある施設

及び竜巻随伴事象を考慮する施設に分類して

いる。これらを踏まえ，施設分類ごとの要求

機能を整理するとともに，施設分類ごとの要

求機能を踏まえた施設ごとの機能設計上の性

能目標及び構造強度設計上の性能目標を設定

する。 

 

3.1 外部事象防護対象施設 

(1) 屋外の外部事象防護対象施設 

a. 施設 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

(c) 主排気筒 

(d) 中央制御室換気系冷凍機 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファン 

(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社において，外部事象防

護対象施設は「Ⅴ－１－１

－１－２ 竜巻への配慮

に関する説明書」にて示す

こととしているため，記載

による差異はない。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナ 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-2 竜巻の影響を考慮す

る施設及び固縛対象物の選定」 

 (h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

(i) 配管及び弁（残留熱除去系海水系ポンプ，

中央制御室換気系冷凍機及び非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ポンプ周り） 

(j) 非常用ガス処理系排気筒 

(k) 原子炉建屋 

(l) 排気筒モニタ 

(m) 放水路ゲート 

 

b. 要求機能 

屋外の外部事象防護対象施設は，設計竜巻

の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対

し，竜巻時及び竜巻通過後においても，施設

の安全性を損なわないことが要求される。 

 

c. 性能目標 

屋外の外部事象防護対象施設のうち，設計

飛来物に対して，構造強度により安全機能を

維持できない残留熱除去系海水系ポンプ，残

留熱除去系海水系ストレーナ，中央制御室換

気系冷凍機，非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

室ルーフベントファン，非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水ポンプ，非常用ディーゼル発
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水ストレーナ並びに配管及び

弁（残留熱除去系海水系ポンプ，中央制御室

換気系冷凍機及び非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプ周り）は，設計飛来物を外

部事象防護対象施設に衝突させないことを目

的として防護対策施設である海水ポンプエリ

ア防護対策施設（防護ネット，防護鋼板及び

架構），中央制御室換気系冷凍機防護対策施

設（防護ネット，防護鋼板及び架構）及び非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）室ルーフベントフ

ァン防護対策施設（防護ネット，防護鋼板及

び架構）を設置する。 

防護対策施設については，「3.2 防護対策

施設」に記載する。 

 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 

防護対策施設に内包される残留熱除去系海

水系ポンプは，設計竜巻の風圧力，気圧差に

よる荷重及び防護ネットを通過する飛来物の

衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後において

も，電源を確保するとともに，ポンプの機能

を維持することにより残留熱除去系負荷を冷

却する機能を維持することを機能設計上の性

能目標とする。 

防護対策施設に内包される残留熱除去系海

水系ポンプは，設計竜巻の風圧力による荷重，

気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重

に対し，ポンプの機能を維持することにより

残留熱除去系負荷を冷却する機能を維持する
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ために，海水ポンプ室床面のコンクリート基

礎に本体を基礎ボルトで固定するとともに，

ポンプの機能維持に必要な付属品を本体にボ

ルト固定し，主要な構造部材が海水の送水機

能を維持可能な構造強度を有すること及び海

水を送水するための動的機能を維持すること

を構造強度設計上の性能目標とする。 

また，防護対策施設に内包される残留熱除

去系海水系ポンプは，防護対策施設を構成す

る防護ネットを通過する飛来物による衝撃荷

重に対し，海水により残留熱除去系負荷を冷

却する機能を維持するために，有意な変形を

生じない設計とすることを構造強度設計上の

性能目標とする。 

 

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

防護対策施設に内包される残留熱除去系海

水系ストレーナは，設計竜巻の風圧力，気圧

差による荷重及び防護ネットを通過する飛来

物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後にお

いても，残留熱除去系負荷を冷却する機能を

維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

防護対策施設に内包される残留熱除去系海

水系ストレーナは，設計竜巻の風圧力による

荷重，気圧差による荷重及びその他考慮すべ

き荷重に対し，海水ポンプ室床面のコンクリ

ート基礎に本体を基礎ボルトで固定し，主要

な構造部材が海水中の固形物を除去する機能

を維持可能な構造強度を有する設計とするこ

とを構造強度設計上の性能目標とする。 

また，防護対策施設に内包される残留熱除
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去系海水系ストレーナは，防護対策施設を構

成する防護ネットを通過する飛来物による衝

撃荷重に対し，有意な変形を生じな 

い設計とすることを構造強度設計上の性能目

標とする。 

 

(c) 主排気筒 

主排気筒は，設計竜巻の風圧力に対し，竜

巻時及び竜巻通過後においても，放射性物質

の放出低減機能を維持する設計とすることを

機能設計上の性能目標とし，設計飛来物の衝

突による損傷に対し，閉塞することはないこ

と及び補修が可能な設計とすることにより，

設計基準事故時における安全機能を損なわな

い設計とすることを機能設計上の性能目標と

する。 

主排気筒は，設計竜巻の風圧力による荷重

及びその他考慮すべき荷重に対し，主排気筒

の支持架構にサポートで支持し，主要な構造

部材が流路を確保する機能を維持可能な構造

強度を有することを構造強度設計上の性能目

標とする。 

なお，設計竜巻の気圧差については，外気

と通じており気圧差は発生しないことから考

慮しない。 

 

(d) 中央制御室換気系冷凍機 

防護対策施設に内包される中央制御室換気

系冷凍機は，設計竜巻の風圧力，気圧差によ

る荷重及び防護ネットを通過する飛来物の衝

突に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，

中央制御室の空調を行う機能を維持すること
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を機能設計上の性能目標とする。 

防護対策施設に内包される中央制御室換気

系冷凍機は，設計竜巻の風圧力による荷重，

気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重

に対し，原子炉建屋付属棟屋上面に取付ボル

トで固定し，主要な構造部材が中央制御室の

空調用冷水を冷却する機能を維持可能な構造

強度を有することを構造強度設計上の性能目

標とする。 

また，防護対策施設に内包される中央制御

室換気系冷凍機は，防護対策施設を構成する

防護ネットを通過する飛来物による衝撃荷重

に対し，有意な変形を生じない設計とするこ

とを構造強度設計上の性能目標とする。 

 

 (e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファン防護対策施設に内包される非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）室ルーフベントフ

ァンは，設計竜巻の風圧力，気圧差による荷

重及び防護ネットを通過する飛来物の衝突に

対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）室内の空気を排

出する機能を維持することを機能設計上の性

能目標とする。 

防護対策施設に内包される非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）室ルーフベントファンは，設計

竜巻の風圧力による荷重，気圧差による荷重

及びその他考慮すべき荷重に対し，原子炉建
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋付属棟屋上面に設けたコンクリート基礎に

本体を基礎ボルトで固定し，主要な構造部材

がディーゼル発電機室内の空気の排出機能を

維持可能な構造強度を有することを構造強度

設計上の性能目標とする。 

また，防護対策施設に内包される非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン

は，防護対策施設を構成する防護ネットを通

過する飛来物による衝撃荷重に対し，有意な

変形を生じない設計とすることを構造強度設

計上の性能目標とする。 

 

(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ 

防護対策施設に内包される非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ポンプは，設計竜巻の風

圧力，気圧差による荷重及び防護ネットを通

過する飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻

通過後においても，電源を確保するとともに，

ポンプの機能を維持することによりディーゼ

ル発電機補機を冷却する機能を維持すること

を機能設計上の性能目標とする。 

防護対策施設に内包される非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ポンプは，設計竜巻の風

圧力による荷重，気圧差による荷重及びその

他考慮すべき荷重に対し，ポンプの機能を維

持することによりディーゼル発電機補機を冷

却する機能を維持するために，海水ポンプ室
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
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備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面のコンクリート基礎に本体を基礎ボルト

で固定するとともに，ポンプの機能維持に必

要な付属品を本体にボルト固定し，主要な構

造部材が海水の送水機能を維持可能な構造強

度を有すること及び海水を送水するための動

的機能を維持することを構造強度設計上の性

能目標とする。 

また，防護対策施設に内包される非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，防護対

策施設を構成する防護ネットを通過する飛来

物による衝撃荷重に対し，海水によりディー

ゼル発電機補機を冷却する機能を維持するた

めに，有意な変形を生じない設計とすること

を構造強度設計上の性能 

目標とする。 

 

(g) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナ 

防護対策施設に内包される非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ストレーナは，設計竜巻

の風圧力，気圧差による荷重及び防護ネット

を通過する飛来物の衝突に対し，竜巻時及び

竜巻通過後においても，ディーゼル発電機補

機を冷却する機能を維持することを機能設計

上の性能目標とする。 

防護対策施設に内包される非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ストレーナは，設計竜巻

の風圧力による荷重，気圧差による荷重及び
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その他考慮すべき荷重に対し，海水ポンプ室

床面のコンクリート基礎に本体を基礎ボルト

で固定し，主要な構造部材が海水中の固形物

を除去する機能を維持可能な構造強度を有す

る設計とすることを構造強度設計上の性能目

標とする。 

また，防護対策施設に内包される非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，防

護対策施設を構成する防護ネットを通過する

飛来物による衝撃荷重に対し，有意な変形を

生じない設計とすることを構造強度設計上の

性能目標とする。 

 

(h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口は，設

計竜巻の風圧力及び気圧差に対し，竜巻時及

び竜巻通過後においても，ディーゼル発電機

の吸気機能を維持する設計とし，設計飛来物

の衝突による損傷に対し，閉塞することはな

いこと及び補修が可能な設計とすることによ

り，ディーゼル発電機の吸気機能を損なわな

い設計とすることを機能設計上の性能目標と

する。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口は，設

計竜巻の風圧力による荷重，気圧差による荷

重及びその他考慮すべき荷重に対し，脚部を

原子炉建屋付属棟屋上面に設けたコンクリー

ト基礎に固定し，主要な構造部材が吸気機能
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 100 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を維持可能な構造強度を有することを構造強

度設計上の性能目標とする。 

 

(i) 配管及び弁（残留熱除去系海水系ポンプ，

中央制御室換気系冷凍機及び非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ポンプ周り） 

防護対策施設に内包される配管及び弁は，

設計竜巻の風圧力，気圧差による荷重及び防

護ネットを通過する飛来物の衝突に対し，竜

巻時及び竜巻通過後においても，残留熱除去

系負荷を冷却する機能，中央制御室の空調用

冷水を冷却する機能及びディーゼル発電機補

機を冷却する機能を維持することを機能設計

上の性能目標とする。 

防護対策施設に内包される配管及び弁は，

設計竜巻の風圧力，気圧差による荷重及び防

護ネットを通過する飛来物の衝突に対し，海

水ポンプ室床面及び原子炉付属棟屋上床面に

設けたコンクリート基礎，支持架構等に固定

又は壁面にサポートで支持し，主要な構造部

材が流路を確保する機能を維持可能な構造強

度を有する設計とすることを構造強度設計上

の性能目標とする。 

また，防護対策施設に内包される配管及び

弁は，防護対策施設を構成する防護ネットを

通過する飛来物による衝撃荷重に対し，有意

な変形を生じない設計とすることを構造強度

設計上の性能目標とする。 

 

(j) 非常用ガス処理系排気筒 

非常用ガス処理系排気筒は，設計竜巻の風
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 101 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧力に対し，竜巻時及び竜巻通過後において

も，放射性物質の放出低減機能を維持する設

計とし，設計飛来物の衝突による損傷に対し，

閉塞することはないこと及び補修が可能な設

計とすることにより，設計基準事故時におけ

る安全機能を損なわない設計とすることを機

能設計上の性能目標とする。 

非常用ガス処理系排気筒は，設計竜巻の風

圧力による荷重及びその他考慮すべき荷重に

対し，原子炉建屋の壁面や排気筒の支持架構

等にサポートで支持し，主要な構造部材が流

路を確保する機能を維持可能な構造強度を有

することを構造強度設計上の性能目標とす

る。 

なお，設計竜巻の気圧差については，外気

と通じており気圧差は発生しないことから考

慮しない。 

 

(k) 原子炉建屋 

原子炉建屋は，設計竜巻の風圧力，気圧差

及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜

巻通過後においても，放射性物質の閉じ込め

機能及び放射線の遮蔽機能を維持すること，

更に原子炉建屋は，竜巻より防護すべき施設

を内包する施設でもあるため，設計竜巻の風

圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，

竜巻時及び竜巻通過後においても，設計飛来

物が竜巻より防護すべき施設に衝突すること

を防止可能なものとし，竜巻より防護すべき

施設として必要な機能を損なわないよう，波

及的影響を与えないものとすることを機能設

計上の性能目標とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 102 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋は，設計竜巻荷重及びその他考

慮すべき荷重に対し，構造骨組の構造健全性

が維持されるとともに，屋根，壁及び開口部

（扉類）の破損により閉じ込め機能を維持可

能な構造強度を有すること，設計飛来物が竜

巻より防護すべき施設に衝突することを防止

するために，設計飛来物が竜巻より防護すべ

き施設を内包する施設の外殻を構成する部材

を貫通せず，また，竜巻より防護すべき施設

に波及的影響を与えないために，竜巻より防

護すべき施設を内包する施設の外殻を構成す

る部材自体の転倒及び脱落が生じない設計と

することを構造強度設計上の性能目標とす

る。 

 

(l) 排気筒モニタ 

排気筒モニタは，設計竜巻に対し，竜巻時

及び竜巻通過後においても，放射性気体廃棄

物処理施設の破損の検出機能を維持する設計

としているが，竜巻を起因として放射性廃棄

物処理施設の破損が発生することはないた

め，安全上支障のない期間に補修等の対応を

行うことで，設計基準事故時における安全機

能を損なわない設計とすることを機能設計上

の性能目標とする。 

 

(m) 放水路ゲート 

放水路ゲートは，設計竜巻に対し，竜巻時

及び竜巻通過後においても，津波の流入を防

ぐための閉止機能を維持する設計としている

が，竜巻を起因として津波が発生することは

ないため，安全上支障のない期間に補修等の
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 103 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

(1) 設計竜巻による直接的影響を考慮

する重大事故等対処設備の防護設計方

針 

a. 重大事故等対処設備を収納する建

屋等 

(a) 施設 

イ. 燃料加工建屋 

 

なお，再処理施設にて設置され MOX に

おいて共用する重大事故等対処設備及

びそれらを収納する建屋等については，

設備毎の申請に合わせて説明する予定

であり，次回以降の申請で説明する。 

 

(b)  要求機能 

重大事故等対処設備を収納する建屋

等は，設計荷重(竜巻)に対し，竜巻時及

び竜巻通過後においても，重大事故等対

処設備に衝突することを防止し，建屋等

内の重大事故等対処設備の重大事故等

への対処に必要な機能を損なわないこ

とが要求される。 

 

 

 

 

(c)  性能目標 

重大事故等対処設備を収納する建屋

等は，設計荷重(竜巻)に対し，「Ⅴ－１－

１－１－２－３ 竜巻の影響を考慮す

対応を行うことで，設計基準事故時における

安全機能を損なわない設計とすることを機能

設計上の性能目標とする。 

 

【123／448】から 

3.3 竜巻より防護すべき施設を内包する施

設 

(1) 施設 

a. タービン建屋 

b. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

c. 軽油貯蔵タンクタンク室 

d. 排気筒モニタ建屋 

 

 

 

(2) 要求機能 

竜巻より防護すべき施設を内包するター

ビン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，軽油

貯蔵タンクタンク室及び排気筒モニタ建屋

は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛

来物等の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過

後においても，設計飛来物等が竜巻より防

護すべき施設に衝突することを防止し，ま

た，防護すべき施設の必要な機能を損なわ

ないことが要求される。 

 

 

 

(3) 性能目標 

a. タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋

及び軽油貯蔵タンクタンク室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるもので

あり，新たな論点が生じる

ものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 104 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

る施設の設計方針」の「3.1 設計竜巻に

よる直接的影響を考慮する施設の防護

設計方針」の「(1)c. 性能目標」を機能

設計上の性能目標とする。その場合にお

いて「燃料加工建屋」を「重大事故等対

処設備を収納する建屋等」に，「竜巻防護

対処施設」を「重大事故等対処設備」に，

「安全機能」を「重大事故等への対処に

必要な機能」読み替えて適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋

及び軽油貯蔵タンクタンク室は，設計竜巻

の風圧力，気圧差及び設計飛来物等の衝突

に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，

設計飛来物等が竜巻より防護すべき施設に

衝突することを防止可能なものとし，竜巻

より防護すべき施設として必要な機能を損

なわないよう，波及的影響を与えないもの

とすることを機能設計上の性能目標とす

る。 

タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋

及び軽油貯蔵タンクタンク室は，設計竜巻

荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，設

計飛来物等が竜巻より防護すべき施設に衝

突することを防止するために，設計飛来物

等が竜巻より防護すべき施設を内包する施

設の外殻を構成する部材を貫通せず，また，

竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与

えないために，竜巻より防護すべき施設を

内包する施設の外殻を構成する部材自体の

転倒及び脱落が生じない設計とすること

を，構造強度設計上の性能目標とする。 

 

b. 排気筒モニタ建屋 

排気筒モニタ建屋は，設計竜巻の風圧力，

気圧差及び設計飛来物等の衝突に対し，竜

巻時及び竜巻通過後においても，竜巻より

防護すべき施設として必要な機能を損なわ

ないようにするが，「3.1(1)c. 性能目標」

に示すとおり内包する排気筒モニタは，竜

巻を起因として放射性廃棄物処理施設の破
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 105 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 建屋等内の設備で外気と繋がって

いる重大事故等対処設備 

(a) 設備 

イ. 角ダクト及び丸ダクト並びに配管

(気体廃棄物の廃棄設備の外部放出抑制

設備) 

 

 

 

ロ. 角ダクト及び丸ダクト並びに配管

(気体廃棄物の廃棄設備の代替グローブ

ボックス排気設備) 

 

 

 

 

(b) 要求機能 

建屋等内の設備で外気と繋がってい

る重大事故等対処設備は，気圧差による

荷重に対して，竜巻時及び竜巻通過後に

おいて，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

 

損が発生することはないため，排気筒モニ

タ建屋も同様に，安全上支障のない期間に

補修等の対応を行うこととして，設計基準

事故時における安全機能を損なわない設計

とすることを機能設計上の性能目標とす

る。 

 

 

 (2) 外気と繋がっている屋内の外部事象防

護対象施設 

a. 施設 

(a) 角ダクト及び丸ダクト（中央制御室換気

系ダクト，非常用ディーゼル発電機室換気系

ダクト，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機室換気系ダクト及び原子炉建屋換気系ダク

ト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）） 

 

(b) 隔離弁（中央制御室換気系隔離弁及び原

子炉建屋換気系隔離弁（原子炉建屋原子炉棟

貫通部）） 

 

(c) ファン（中央制御室換気系フィルタ系フ

ァン） 

 

b. 要求機能 

外気と繋がっている屋内の外部事象防護対

象施設は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設

計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過

後においても，施設の安全性を損なわないこ

とが要求される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるもので

あり，新たな論点が生じる

ものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 106 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

(c) 性能目標 

イ. 角ダクト及び丸ダクト並びに配管

(気体廃棄物の廃棄設備の外部放出抑制

設備) 

建屋等内の設備で外気と繋がってい

る重大事故等対処設備のうち気体廃棄

物の廃棄設備の外部放出抑制設備の角

ダクト及び丸ダクト並びに配管は，設

計竜巻の気圧差による荷重及びその他

考慮すべき荷重に対し，竜巻時及び竜

巻通過後においても，放射性物質の閉

じ込め機能又は放射性物質の過度の放

出防止機能を確保できることを機能設

計上の性能目標とする。 

 

建屋等内の設備で外気と繋がってい

る重大事故等対処設備である気体廃棄

物の廃棄設備の外部放出抑制設備の角

ダクト及び丸ダクト並びに配管は，設

計竜巻の気圧差による荷重及びその他

考慮すべき荷重に対し，燃料加工建屋

の壁面等にサポートで支持し，主要な

構成部材が流路を確保する機能を維持

可能な構造強度を有する設計とするこ

とを構造強度設計上の性能目標とす

る。 

なお，設計竜巻の風圧力による荷重

及び設計飛来物による衝撃荷重につい

ては，建屋等により防護されることか

ら考慮しない。 

 

 

c. 性能目標 

(a) 角ダクト及び丸ダクト（中央制御室換気

系ダクト，非常用ディーゼル発電機室換気系

ダクト，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機室換気系ダクト及び原子炉建屋換気系ダク

ト（原子炉建屋原子炉棟貫通部）） 

外気と繋がっている中央制御室換気系，非

常用ディーゼル発電機室換気系，高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機室換気系及び原子

炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通部））

の角ダクト及び丸ダクトは，設計竜巻の気圧

差に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，

換気空調を行う機能又は放射性物質の放出低

減機能を維持することを機能設計上の性能目

標とする。 

外気と繋がっている中央制御室換気系，非

常用ディーゼル発電機室換気系，高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機室換気系及び原子

炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通部）

の角ダクト及び丸ダクトは，設計竜巻の気圧

差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対

し，原子炉建屋の壁面等にサポートで支持し，

主要な構造部材が流路を確保する機能を維持

可能な構造強度を有する設計とすることを構

造強度設計上の性能目標とする。 

なお，設計竜巻による風圧力による荷重及

び設計飛来物による衝撃荷重については，建

屋及び防護対策施設により防護されることか

ら考慮しない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 107 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

ロ. 角ダクト及び丸ダクト並びに配管

(気体廃棄物の廃棄設備の代替グローブ

ボックス排気設備) 

建屋等内の設備で外気と繋がってい

る重大事故等対処設備のうち気体廃棄

物の廃棄設備の代替グローブボックス

排気設備の角ダクト及び丸ダクト並び

に配管は，設計竜巻の気圧差による荷

重及びその他考慮すべき荷重に対し，

竜巻時及び竜巻通過後においても，排

気機能を確保できることを機能設計上

の性能目標とする。 

 

建屋内の設備で外気と繋がっている

重大事故等対処設備である気体廃棄物

の廃棄設備の代替グローブボックス排

気設備の角ダクト及び丸ダクト並びに

配管は，設計竜巻の気圧差による荷重

及びその他考慮すべき荷重に対し，燃

料加工建屋の壁面等にサポートで支持

し，主要な構成部材が流路を確保する

機能を維持可能な構造強度を有する設

計とすることを構造強度設計上の性能

目標とする。 

 

なお，設計竜巻の風圧力による荷重

及び設計飛来物による衝撃荷重につい

ては，建屋等により防護されることか

ら考慮しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 隔離弁（中央制御室換気系隔離弁及び原

子炉建屋換気系隔離弁（原子炉建屋原子炉棟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 108 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貫通部）） 

外気と繋がっている中央制御室換気系及び

原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通

部）の隔離弁は，設計竜巻の気圧差に対し，竜

巻時及び竜巻通過後においても，換気空調を

行う機能を維持することを機能設計上の性能

目標とする。 

外気と繋がっている中央制御室換気系及び

原子炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通

部）の隔離弁は，設計竜巻の気圧差による荷

重及びその他考慮すべき荷重に対し，中央制

御室換気系及び原子炉建屋換気系（原子炉建

屋原子炉棟貫通部）のダクトに固定し，開閉

可能な機能及び閉止性の維持を考慮して主要

な構造部材が構造健全性を維持する設計とす

ることを構造強度設計上の性能目標とする。 

なお，設計竜巻による風圧力による荷重及

び設計飛来物による衝撃荷重については，建

屋及び防護対策施設により防護されることか

ら考慮しない。 

 

(c) ファン（中央制御室換気系フィルタ系フ

ァン） 

外気と繋がっている中央制御室換気系フィル

タ系ファンは，設計竜巻の気圧差に対し，竜

巻時及び竜巻通過後においても，換気空調を

行う機能を維持することを機能設計上の性能

目標とする。 

外気と繋がっている中央制御室換気系フィ

ルタ系ファンは，設計竜巻の気圧差による荷

重及びその他考慮すべき荷重に対し，原子炉

建屋の床面等の基礎に固定し，主要な構造部

 

 

 

施設の違いによるもので

あり，新たな論点が生じる

ものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 109 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材が中央制御室の冷却に必要な風量を送風す

る機能を維持可能な構造強度を有する設計と

することを構造強度設計上の性能目標とす

る。 

なお，設計竜巻による風圧力による荷重及

び設計飛来物による衝撃荷重については，建

屋及び防護対策施設により防護されることか

ら考慮しない。 

 

 

(3) 建屋等による飛来物の防護が期待できな

い屋内の外部事象防護対象施設 

中央制御室換気空調設備，非常用電源盤，

原子炉建屋換気系隔離弁及びダクト（原子炉

建屋原子炉棟貫通部）並びに使用済燃料乾式

貯蔵容器及び使用済燃料乾式貯蔵建屋天井ク

レーンは，設計竜巻の風圧力及び気圧差に対

し，建屋によって防護可能であるが，建屋の

構造部材の一部である扉及び搬入開口部につ

いては設計飛来物の衝突に対し，防護機能は

期待できない。これらの施設は，設計飛来物

等の衝突に対して構造強度により安全機能を

維持できないことから，設計飛来物等を外部

事象防護対象施設に衝突させないことを目的

として原子炉建屋付属棟開口閉鎖部防護対策

施設（防護鋼板）を設置又は竜巻の影響に対

する防護機能を期待する扉を設置する。 

原子炉建屋原子炉棟 6 階設置設備は，設計

竜巻による気圧低下により，原子炉建屋外側

ブローアウトパネルが開放され，原子炉建屋

原子炉棟の外壁に開口部が発生することによ

り，設計飛来物の衝突に対し，防護機能は期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるもので

あり，新たな論点が生じる

ものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 110 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待できない。原子炉建屋原子炉棟 6 階設置設

備は，設計飛来物の衝突に対して構造強度に

より安全機能を維持できないことから，設計

飛来物を外部事象防護対象施設に衝突させな

いことを目的として防護対策施設を設置す

る。 

なお，設計竜巻の風圧力については構造的

に風圧力の影響を受けないことから考慮せ

ず，気圧差についても，外気と通じており気

圧差は発生しないことから考慮しない。 

非常用ガス処理系設備及び非常用ガス再循

環系設備は，設計竜巻による気圧低下により，

原子炉建屋外側ブローアウトパネルが開放さ

れることを考慮し，当該設備が配置される区

画の原子炉建屋外側ブローアウトパネルの撤

去及び開口部の閉止により，建屋により防護

され，安全機能は損なわない設計とする。 

防護対策施設については，「3.2 防護対策

施設」に，竜巻の影響に対する防護機能を期

待する扉については，「3.1 屋外の外部事象

防護対象施設」において，原子炉建屋の一部

として記載する。 

 

a. 施設 

(a) 燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン 

b. 要求機能 

建屋等による飛来物の防護が期待できない

屋内の外部事象防護対象施設は，設計竜巻の

風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，

竜巻時及び竜巻通過後においても，施設の安

全性を損なわないことが要求される。 

c. 性能目標 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 111 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン

は，設計竜巻による気圧低下により，原子炉

建屋外側ブローアウトパネルが開放され，原

子炉建屋原子炉棟の外壁に開口部が発生し，

設計飛来物に対して，構造強度により安全機

能を維持できないことから，設計飛来物を外

部事象防護対象施設に衝突させないことを目

的として，原子炉建屋外側ブローアウトパネ

ル防護対策施設（防護ネット，防護鋼板及び

架構）を設置する。 

防護対策施設については，「3.2 防護対策

施設」に記載する。 

 

(a) 燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン 

燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン

は，設計竜巻の風圧力及び防護ネットを通過

する飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通

過後においても，燃料の落下を防止すること

及び近傍の外部事象防護対象施設に転倒によ

る影響を及ぼさないことを機能設計上の性能

目標とする。 

 

3.2 防護対策施設 

(1) 施設 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン防護対策施設（防護ネット，防護

鋼板及び架構） 

b. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設（防

護ネット，防護鋼板及び架構） 

c. 海水ポンプエリア防護対策施設（防護ネッ

ト，防護鋼板及び架構） 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 112 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 中央制御室換気系開口部防護対策施設（防

護鋼板及び架構） 

e. 原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護

対策施設（防護ネット，防護鋼板及び架構） 

f. 原子炉建屋付属棟軽量外壁部防護対策施

設（防護鋼板） 

g. 原子炉建屋付属棟開口閉鎖部防護対策施

設（防護鋼板） 

h. 使用済燃料乾式貯蔵容器防護対策施設（防

護ネット及び架構（車両防護柵を含む。）） 

 

(2) 要求機能 

防護対策施設は，設計竜巻の風圧力，気圧

差による荷重及び設計飛来物等の衝突に対

し，竜巻時及び竜巻通過後においても，外部

事象防護対象施設が必要な機能を損なわない

よう，外部事象防護対象施設に設計飛来物等

が衝突することを防止し，また，外部事象防

護対象施設に波及的影響を与えないことが要

求される。 

 

(3) 性能目標 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン防護対策施設（防護ネット，防護

鋼板及び架構） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン防護対策施設は，防護ネット，防

護鋼板及び架構で構成し，設計竜巻の風圧力

及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜

巻通過後においても，設計飛来物が外部事象
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 113 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防護対象施設へ衝突することを防止可能なも

のとし，また，外部事象防護対象施設が有す

る安全機能を損なわないよう，波及的影響を

与えないことを機能設計上の性能目標とす

る。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン防護対策施設のうち防護ネット

は，設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛来

物の鋼製材による衝撃荷重及びその他考慮す

べき荷重に対し，設計飛来物の鋼製材が外部

事象防護対象施設へ衝突することを防止する

ために，主要な部材が破断せず，たわみが生

じても，設計飛来物の鋼製材が外部事象防護

対象施設と衝突しないよう捕捉できる設計と

することを構造強度設計上の性能目標とす

る。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン防護対策施設のうち防護鋼板は，

設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛来物の

鋼製材による衝撃荷重及びその他考慮すべき

荷重に対し，設計飛来物の鋼製材が外部事象

防護対象施設へ衝突することを防止するため

に，設計飛来物が防護鋼板を構成する主要な

構造部材を貫通せず，十分な構造強度を有す

る設計とし，また，外部事象防護対象施設に

波及的影響を与えないために，防護鋼板を構

成する部材自体の転倒及び脱落を生じない設

計とすることを構造強度設計上の性能目標と

する。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 114 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン防護対策施設のうち架構は，設計

竜巻の風圧力による荷重，設計飛来物の鋼製

材による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重

に対し，設計飛来物の鋼製材が外部事象防護

対象施設へ衝突することを防止するために，

設計飛来物が架構の外殻を構成する主要な構

造部材を貫通せず，防護ネット及び防護鋼板

を支持する機能を維持可能な構造強度を有す

る設計とし，また，外部事象防護対象施設に

波及的影響を与えないために，架構の外殻を

構成する部材自体の転倒及び脱落を生じない

設計とすることを構造強度設計上の性能目標

とする。 

なお，設計竜巻による気圧差による荷重に

ついては，外気と通じており気圧差は発生し

ないことから考慮しない。 

 

b. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設（防

護ネット，防護鋼板及び架構） 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，

防護ネット，防護鋼板及び架構で構成し，設

計竜巻の風圧力及び設計飛来物の衝突に対

し，竜巻時及び竜巻通過後においても，設計

飛来物が外部事象防護対象施設へ衝突するこ

とを防止可能なものとし，また，外部事象防

護対象施設が有する安全機能を損なわないよ

う，波及的影響を与えないことを機能設計上

の性能目標とする。 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設のうち

防護ネットは，設計竜巻の風圧力による荷重，

設計飛来物の鋼製材による衝撃荷重及びその
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 115 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他考慮すべき荷重に対し，設計飛来物の鋼製

材が外部事象防護対象施設へ衝突することを

防止するために，主要な部材が破断せず，た

わみが生じても，設計飛来物の鋼製材が外部

事象防護対象施設と衝突しないよう捕捉でき

る設計とすることを構造強度設計上の性能目

標とする。 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設のう

ち防護鋼板は，設計竜巻の風圧力による荷重，

設計飛来物の鋼製材による衝撃荷重及びその

他考慮すべき荷重に対し，設計飛来物の鋼製

材が外部事象防護対象施設へ衝突することを

防止するために，設計飛来物が防護鋼板を構

成する主要な構造部材を貫通せず，十分な構

造強度を有する設計とし，また，外部事象防

護対象施設に波及的影響を与えないために，

防護鋼板を構成する部材自体の転倒及び脱落

を生じない設計とすることを構造強度設計上

の性能目標とする。 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設のう

ち架構は，設計竜巻の風圧力による荷重，設

計飛来物の鋼製材による衝撃荷重及びその他

考慮すべき荷重に対し，設計飛来物の鋼製材

が外部事象防護対象施設へ衝突することを防

止するために，設計飛来物が架構の外殻を構

成する主要な構造部材を貫通せず，防護ネッ

ト及び防護鋼板を支持する機能を維持可能な

構造強度を有する設計とし，また，外部事象

防護対象施設に波及的影響を与えないため

に，架構の外殻を構成する部材自体の転倒及

び脱落を生じない設計とすることを構造強度

設計上の性能目標とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 116 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，設計竜巻による気圧差による荷重に

ついては，外気と通じており気圧差は発生し

ないことから考慮しない。 

 

c. 海水ポンプエリア防護対策施設（防護ネッ

ト，防護鋼板及び架構） 

海水ポンプエリア防護対策施設は，防護ネ

ット，防護鋼板及び架構で構成し，設計竜巻

の風圧力及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻

時及び竜巻通過後においても，設計飛来物が

外部事象防護対象施設へ衝突することを防止

可能なものとし，また，外部事象防護対象施

設が有する安全機能を損なわないよう，波及

的影響を与えないことを機能設計上の性能目

標とする。 

海水ポンプエリア防護対策施設のうち防護

ネットは，設計竜巻の風圧力による荷重，設

計飛来物の鋼製材による衝撃荷重及びその他

考慮すべき荷重に対し，設計飛来物の鋼製材

が外部事象防護対象施設へ衝突することを防

止するために，主要な部材が破断せず，たわ

みが生じても，設計飛来物の鋼製材が外部事

象防護対象施設と衝突しないよう捕捉できる

設計とすることを構造強度設計上の性能目標

とする。 

海水ポンプエリア防護対策施設のうち防護

鋼板は，設計竜巻の風圧力による荷重，設計

飛来物の鋼製材による衝撃荷重及びその他考

慮すべき荷重に対し，設計飛来物の鋼製材が

外部事象防護対象施設へ衝突することを防止

するために，設計飛来物が防護鋼板を構成す

る主要な構造部材を貫通せず，十分な構造強
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 117 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度を有する設計とし，また，外部事象防護対

象施設に波及的影響を与えないために，防護

鋼板を構成する部材自体の転倒及び脱落を生

じない設計とすることを構造強度設計上の性

能目標とする。 

海水ポンプエリア防護対策施設のうち架構

は，設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛来

物の鋼製材による衝撃荷重及びその他考慮す

べき荷重に対し，設計飛来物の鋼製材が外部

事象防護対象施設へ衝突することを防止する

ために，設計飛来物が架構の外殻を構成する

主要な構造部材を貫通せず，防護ネット及び

防護鋼板を支持する機能を維持可能な構造強

度を有する設計とし，また，外部事象防護対

象施設に波及的影響を与えないために，架構

の外殻を構成する部材自体の転倒及び脱落を

生じない設計とすることを構造強度設計上の

性能目標とする。 

なお，設計竜巻による気圧差による荷重に

ついては，外気と通じており気圧差は発生し

ないことから考慮しない。 

 

d. 中央制御室換気系開口部防護対策施設（防

護鋼板及び架構） 

中央制御室換気系開口部防護対策施設は，

防護鋼板及び架構で構成し，設計竜巻の風圧

力及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び

竜巻通過後においても，設計飛来物が外部事

象防護対象施設に衝突することを防止可能な

ものとし，また，外部事象防護対象施設が必

要な機能を損なわないよう，波及的影響を与

えないことを機能設計上の性能目標とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 118 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室換気系開口部防護対策施設のう

ち防護鋼板は，設計竜巻の風圧力による荷重，

設計飛来物の鋼製材による衝撃荷重及びその

他考慮すべき荷重に対し，設計飛来物の鋼製

材が外部事象防護対象施設へ衝突することを

防止するために，設計飛来物が防護鋼板を構

成する主要な構造部材を貫通せず，十分な構

造強度を有する設計とし，また，外部事象防

護対象施設に波及的影響を与えないために，

防護鋼板を構成する部材自体の転倒及び脱落

を生じない設計とすることを構造強度設計上

の性能目標とする。 

中央制御室換気系開口部防護対策施設のう

ち架構は，設計竜巻の風圧力による荷重，設

計飛来物の鋼製材による衝撃荷重及びその他

考慮すべき荷重に対し，設計飛来物の鋼製材

が外部事象防護対象施設へ衝突することを防

止するために，設計飛来物が架構の外殻を構

成する主要な構造部材を貫通せず，防護鋼板

を支持する機能を維持可能な構造強度を有す

る設計とし，また，外部事象防護対象施設に

波及的影響を与えないために，架構の外殻を

構成する部材自体の転倒及び脱落を生じない

設計とすることを構造強度設計上の性能目標

とする。 

なお，設計竜巻による気圧差による荷重に

ついては，外気と通じており気圧差は発生し

ないことから考慮しない。 

 

e. ブローアウトパネル防護対策施設（防護ネ

ット，防護鋼板及び架構） 

ブローアウトパネル防護対策施設は，防護
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 119 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネット，防護鋼板及び架構で構成し，設計竜

巻の風圧力及び設計飛来物の衝突に対し，竜

巻時及び竜巻通過後においても，設計飛来物

が外部事象防護対象施設へ衝突することを防

止可能なものとし，また，外部事象防護対象

施設が有する安全機能を損なわないよう，波

及的影響を与えないことを機能設計上の性能

目標とする。 

ブローアウトパネル防護対策施設のうち防

護ネットは，設計竜巻の風圧力による荷重，

設計飛来物の鋼製材による衝撃荷重及びその

他考慮すべき荷重に対し，設計飛来物の鋼製

材が外部事象防護対象施設へ衝突することを

防止するために，主要な部材が破断せず，た

わみが生じても，設計飛来物の鋼製材が外部

事象防護対象施設と衝突しないよう捕捉でき

る設計とすることを構造強度設計上の性能目

標とする。 

ブローアウトパネル防護対策施設のうち防

護鋼板は，設計竜巻の風圧力による荷重，設

計飛来物の鋼製材による衝撃荷重及びその他

考慮すべき荷重に対し，設計飛来物の鋼製材

が外部事象防護対象施設へ衝突することを防

止するために，設計飛来物が防護鋼板を構成

する主要な構造部材を貫通せず，十分な構造

強度を有する設計とし，また，外部事象防護

対象施設に波及的影響を与えないために，防

護鋼板を構成する部材自体の転倒及び脱落を

生じない設計とすることを構造強度設計上の

性能目標とする。 

ブローアウトパネル防護対策施設のうち架

構は，設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 120 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 屋外の常設重大事故等対処設備 

屋外の常設重大事故等対処設備に対

する要求機能及び性能目標については，

屋外の常設重大事故等対処設備等の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

来物の鋼製材による衝撃荷重及びその他考慮

すべき荷重に対し，設計飛来物の鋼製材が外

部事象防護対象施設へ衝突することを防止す

るために，設計飛来物がブローアウトパネル

防護対策施設の外殻を構成する部材を貫通せ

ず，防護ネット及び防護鋼板を支持する機能

を維持可能な構造強度を有する設計とし，ま

た，外部事象防護対象施設に波及的影響を与

えないために，架構の外殻を構成する部材自

体のブローアウトパネルへの衝突，転倒及び

脱落を生じない設計とすることを構造強度設

計上の性能目標とする。 

なお，設計竜巻による気圧差による荷重に

ついては，外気と通じており気圧差は発生し

ないことから考慮しない。 

 

f. 原子炉建屋付属棟軽量外壁部防護対策施

設（防護鋼板） 

原子炉建屋付属棟軽量外壁部防護対策施設

は，防護鋼板で構成し，設計竜巻の風圧力及

び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻

通過後においても，設計飛来物が外部事象防

護対象施設へ衝突することを防止可能なもの

とし，また，外部事象防護対象施設が有する

安全機能を損なわないよう，波及的影響を与

えないことを機能設計上の性能目標とする。 

原子炉建屋付属棟軽量外壁部防護対策施設

のうち防護鋼板は，設計竜巻の風圧力による

荷重，設計飛来物の鋼製材による衝撃荷重及

びその他考慮すべき荷重に対し，設計飛来物

の鋼製材が外部事象防護対象施設へ衝突する

ことを防止するために，設計飛来物が防護鋼
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 121 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板を構成する主要な構造部材を貫通せず，十

分な構造強度を有する設計とし，また，外部

事象防護対象施設に波及的影響を与えないた

めに，防護鋼板を構成する部材自体の転倒及

び脱落を生じない設計とすることを構造強度

設計上の性能目標とする。 

 

g. 原子炉建屋付属棟開口閉鎖部防護対策施

設（防護鋼板） 

原子炉建屋付属棟開口閉鎖部防護対策施設

は，防護鋼板で構成し，設計竜巻の風圧力及

び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻

通過後においても，設計飛来物が外部事象防

護対象施設へ衝突することを防止可能なもの

とし，また，外部事象防護対象施設が有する

安全機能を損なわないよう，波及的影響を与

えないことを機能設計上の性能目標とする。 

原子炉建屋付属棟開口閉鎖部防護対策施設

のうち防護鋼板は，設計竜巻の風圧力による

荷重，設計飛来物の鋼製材による衝撃荷重及

びその他考慮すべき荷重に対し，設計飛来物

の鋼製材が外部事象防護対象施設へ衝突する

ことを防止するために，設計飛来物が防護鋼

板を構成する主要な構造部材を貫通せず，十

分な構造強度を有する設計とし，また，外部

事象防護対象施設に波及的影響を与えないた

めに，防護鋼板を構成する部材自体の転倒及

び脱落を生じない設計とすることを構造強度

設計上の性能目標とする。 

 

h. 使用済燃料乾式貯蔵容器防護対策施設（防

護ネット及び架構（車両防護柵を含む。）） 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料乾式貯蔵容器防護対策施設は，

防護ネット及び架構（車両防護柵を含む。）で

構成し，設計竜巻の風圧力及び設計飛来物の

衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後において

も，設計飛来物及び隣接事業所からの飛来物

として想定する車両が外部事象防護対象施設

へ衝突することを防止可能なものとし，また，

外部事象防護対象施設が有する安全機能を損

なわないよう，波及的影響を与えないことを

機能設計上の性能目標とする。 

使用済燃料乾式貯蔵容器防護対策施設のう

ち防護ネットは，設計竜巻の風圧力による荷

重，設計飛来物の鋼製材による衝撃荷重及び

その他考慮すべき荷重に対し，設計飛来物の

鋼製材が外部事象防護対象施設へ衝突するこ

とを防止するために，主要な部材が破断せず，

たわみが生じても，設計飛来物の鋼製材が外

部事象防護対象施設と衝突しないよう捕捉で

きる設計とすることを構造強度設計上の性能

目標とする。 

使用済燃料乾式貯蔵容器防護対策施設のう

ち架構（防護ネット支持部）は，設計竜巻の風

圧力による荷重，設計飛来物の鋼製材による

衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，

設計飛来物の鋼製材が外部事象防護対象施設

へ衝突することを防止するために，設計飛来

物が架構の外殻を構成する主要な構造部材を

貫通せず，防護ネットを支持する機能を維持

可能な構造強度を有する設計とし，また，外

部事象防護対象施設に波及的影響を与えない

ために，架構の外殻を構成する部材自体の転

倒及び脱落を生じない設計とすることを構造
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強度設計上の性能目標とする。 

使用済燃料乾式貯蔵容器防護対策施設のう

ち架構（車両防護柵）は，設計竜巻の風圧力に

よる荷重，隣接事業所からの飛来物として想

定する車両による衝撃荷重及びその他考慮す

べき荷重に対し，隣接事業所からの飛来物と

して想定する車両が外部事象防護対象施設へ

衝突することを防止するために，隣接事業所

からの飛来物として想定する車両が架構の外

殻を構成する主要な構造部材が破断せず，た

わみが生じても車両が外部事象防護対象施設

と衝突しないよう十分な構造強度を有する設

計とし，また，外部事象防護対象施設に波及

的影響を与えないために，架構の外殻を構成

する部材自体の外部事象防護対象施設への衝

突，転倒及び脱落を生じない設計とすること

を構造強度設計上の性能目標とする。 

なお，設計竜巻による気圧差による荷重に

ついては，外気と通じており気圧差は発生し

ないことから考慮しない。 

 

【103／448】へ 

3.3 竜巻より防護すべき施設を内包する施

設 

(1) 施設 

a. タービン建屋 

b. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

c. 軽油貯蔵タンクタンク室 

d. 排気筒モニタ建屋 

(2) 要求機能 

竜巻より防護すべき施設を内包するター
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋，軽油

貯蔵 

タンクタンク室及び排気筒モニタ建屋は，

設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物

等の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後に

おいても，設計飛来物等が竜巻より防護す

べき施設に衝突することを防止し，また，

防護すべき施設の必要な機能を損なわない

ことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋

及び軽油貯蔵タンクタンク室 

タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋

及び軽油貯蔵タンクタンク室は，設計竜巻

の風圧力，気圧差及び設計飛来物等の衝突

に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，

設計飛来物等が竜巻より防護すべき施設に

衝突することを防止可能なものとし，竜巻

より防護すべき施設として必要な機能を損

なわないよう，波及的影響を与えないもの

とすることを機能設計上の性能目標とす

る。 

タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋

及び軽油貯蔵タンクタンク室は，設計竜巻

荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，設

計飛来物等が竜巻より防護すべき施設に衝

突することを防止するために，設計飛来物

等が竜巻より防護すべき施設を内包する施

設の外殻を構成する部材を貫通せず，また，

竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与

えないために，竜巻より防護すべき施設を
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

d. 固縛装置 

固縛装置については，可搬型重大事故

等対処設備の申請に合わせて次回以降

に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 重大事故等対処設備及びそれらを

収納する建屋等に波及的影響を及ぼし

得る施設 

(a) 施設 

イ. 機械的影響を及ぼし得る施設 

（イ） 気体廃棄物の廃棄設備の排気筒 

 

 

 

 

ロ. 機能的影響を及ぼし得る施設 

機能的影響を及ぼし得る施設につい

ては，緊急時対策所の申請に合わせて次

内包する施設の外殻を構成する部材自体の

転倒及び脱落が生じない設計とすること

を，構造強度設計上の性能目標とする。 

 

b. 排気筒モニタ建屋 

排気筒モニタ建屋は，設計竜巻の風圧力，

気圧差及び設計飛来物等の衝突に対し，竜

巻時及び竜巻通過後においても，竜巻より

防護すべき施設として必要な機能を損なわ

ないようにするが，「3.1(1)c. 性能目標」

に示すとおり内包する排気筒モニタは，竜

巻を起因として放射性廃棄物処理施設の破

損が発生することはないため，排気筒モニ

タ建屋も同様に，安全上支障のない期間に

補修等の対応を行うこととして，設計基準

事故時における安全機能を損なわない設計

とすることを機能設計上の性能目標とす

る。 

 

3.4 外部事象防護対象施設等に波及的影響を

及ぼす可能性がある施設 

(1) 施設 

a. 機械的影響を与える可能性がある施設 

(a) サービス建屋 

(b) 海水ポンプエリア防護壁 

(c) 鋼製防護壁 

(d) 発電所敷地の屋外に保管する資機材及び

重大事故等対処設備 

 

b. 機能的影響を与える可能性がある施設 

(a) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるもので

あり，新たな論点が生じる

ものではない。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 要求機能 

重大事故等対処設備及びそれらを収

納する建屋等に波及的影響を及ぼし得

るは，設計荷重(竜巻)に対し，竜巻時及

び竜巻通過後においても，倒壊又は転倒

することを防止し，重大事故等対処設備

の重大事故等への対処に必要な機能を

損なわないことが要求される。 

 

 

(c) 性能目標 

イ. 機械的影響を及ぼし得る施設 

（イ） 気体廃棄物の廃棄設備の排気筒 

重大事故等対処設備は，設計荷重(竜

巻)に対し，竜巻時及び竜巻通過後にお

いても，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわないことを機能設計上の性

能目標とする。 

気体廃棄物の廃棄設備の排気筒は，設

計荷重(竜巻)に対して，排気筒が倒壊又

は転倒することを防止することについ

て構造強度設計上の性能目標とする。 

レイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音

器 

(b) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）付属排気

配管及びベント配管 

(c) 残留熱除去系海水系配管（放出側） 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水配

管（放出側） 

 

(2) 要求機能 

外部事象防護対象施設は，機械的及び機能

的な波及的影響により，設計竜巻の風圧力，

気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時

及び竜巻通過後においても，施設の安全機能

を損なわないことが要求される。 

 

 

 

 

(3) 性能目標 

a. 機械的影響を与える可能性がある施設 

(a) サービス建屋 

原子炉建屋及びタービン建屋に内包される

竜巻より防護すべき施設は，設計竜巻の風圧

力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜

巻時及び竜巻通過後においても，機械的な波

及的影響により，竜巻より防護すべき施設が

必要な機能を損なわないように，隣接するサ

ービス建屋から波及的影響を受けないものと

することを機能設計上の性能目標とする。 

サービス建屋は，設計竜巻荷重及びその他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるもので

あり，新たな論点が生じる

ものではない。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
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なお，設計荷重(竜巻)のうち気圧差に

よる荷重については，排気筒が屋外に設

置されること及び建屋等から排気を行

うため中空の流路構造とすることから，

竜巻襲来時にも外気と排気筒内部に圧

力差が生じないため，考慮しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考慮すべき荷重に対し，竜巻より防護すべき

施設を内包する原子炉建屋及びタービン建屋

に接触による影響を及ぼさない設計とするこ

とを構造強度設計上の性能目標とする。 

 

(b) 海水ポンプエリア防護壁 

海水ポンプ室に設置している残留熱除去系

海水系ポンプ，残留熱除去系海水系ストレー

ナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。） 

用海水ポンプ及び非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ストレーナの外部事象防護対象

施設は，設計竜巻の風圧力及び設計飛来物の

衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後において

も，機械的な波及的影響により，外部事象防

護対象施設が必要な機能を損なわないよう

に，海水ポンプエリア防護壁から波及的影響

を受けないものとすることを機能設計上の性

能目標とする。 

海水ポンプエリア防護壁は，設計竜巻の風

圧力による荷重，設計飛来物による衝撃荷重

及びその他の考慮すべき荷重に対し，外部事

象防護対象施設に倒壊による影響を及ぼさな

い設計とすることを構造強度設計上の性能目

標とする。 

なお，設計竜巻による気圧差による荷重に

ついては，外気と通じており気圧差は発生し

ないことから考慮しない。 

 

(c) 鋼製防護壁 

海水ポンプ室に設置している残留熱除去系
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海水系ポンプ，残留熱除去系海水系ストレー

ナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海

水ストレーナの外部事象防護対象施設は，設

計竜巻の風圧力及び設計飛来物の衝突に対

し，竜巻時及び竜巻通過後においても，機械

的な波及的影響により，外部事象防護対象施

設が必要な機能を損なわないように，隣接す

る鋼製防護壁から波及的影響を受けないもの

とすることを機能設計上の性能目標とする。 

鋼製防護壁は，設計竜巻の風圧力による荷

重，設計飛来物による衝撃荷重及びその他の

考慮すべき荷重に対し，外部事象防護対象施

設に倒壊による影響を及ぼさない設計とする

ことを構造強度設計上の性能目標とする。 

なお，設計竜巻による気圧差による荷重に

ついては，外気と通じており気圧差は発生し

ないことから考慮しない。 

 

(d) 発電所敷地の屋外に保管する資機材及び

重大事故等対処設備等 

外部事象防護対象施設等は，屋外に保管す

る資機材及び重大事故等対処設備等による機

械的な波及的影響により，外部事象防護対象

施設の安全機能を損なわないよう，屋外に保

管する資機材等及び重大事故等対処設備は固

縛，固定又は外部事象防護対象施設等からの

離隔対策を実施し，外部事象防護対象施設の

安全機能に影響を及ぼす飛来物とならないこ

とを機能設計上の性能目標とする。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 機能的影響を及ぼし得る施設 

機能的影響を及ぼし得る施設につい

ては，緊急時対策所の申請に合わせて次

回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら資機材等及び重大事故等対処設備は

固縛，固定又は外部事象防護対象施設等から

の離隔対策により，外部事象防護対象施設の

安全機能に影響を及ぼすような飛来物となら

ない運用とすることから，構造強度上の性能

目標は設定しない。 

 

b. 機能的影響を与える可能性がある施設 

(a) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音

器 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来

物による衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後

においても，機能的な波及的影響により，デ

ィーゼル発電機が必要な機能を損なわないよ

うに，設計竜巻の風圧力及び気圧差に対し，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器が

排気機能を維持する設計とし，設計飛来物の

衝突に対し，非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

排気消音器が機能の一部を喪失しても速やか

に外部事象防護対象施設の安全機能を復旧す

る設計とすることを機能設計上の性能目標と

する。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

は，設計竜巻の風圧力による荷重，気圧差に

よる荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，

排気機能を維持するために，原子炉建屋付属
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棟屋上面に設けたコンクリート基礎に本体を

基礎ボルトで固定し，主要な構造部材が排気

機能を維持可能な構造強度を有することを構

造強度設計上の性能目標とする。 

(b) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）付属排気

配管及びベント配管 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）付属排気配

管及びベント配管は，設計竜巻の風圧力，気

圧差及び設計飛来物による衝突に対し，竜巻

時及び竜巻通過後においても，機能的な波及

的影響により，ディーゼル発電機が必要な機

能を損なわないように，設計竜巻の風圧力及

び気圧差に対し，非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

付属排気配管及びベント配管が排気機能を維

持する設計とし，設計飛来物の衝突に対し，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）付属排気配管

及びベント配管が機能の一部を喪失しても速

やかに外部事象防護対象施設の安全機能を復

旧する設計とすることを機能設計上の性能目

標とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）付属排気配

管及びベント配管は，設計竜巻の風圧力によ

る荷重，気圧差による荷重及びその他考慮す

べき荷重に対し，排気機能を維持するために，

サポートによる支持で建屋壁面等に固定し，

主要な構造部材が排気機能を維持可能な構造

強度を有することを構造 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強度設計上の性能目標とする。 

 

(c) 残留熱除去系海水系配管（放出側） 

残留熱除去系海水系配管（放出側）は，設計

竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物による

衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後において

も，機能的な波及的影響により，残留熱除去

系海水系ポンプが必要な機能を損なわないよ

うに，設計竜巻の風圧力及び気圧差に対し，

残留熱除去系海水系配管（放出側）が海水放

出の機能を維持する設計とし，設計飛来物の

衝突に対し，残留熱除去系海水系配管（放出

側）が機能の一部を喪失しても速やかに外部

事象防護対象施設の安全機能を復旧する設計

とすることを機能設計上の性能目標とする。 

残留熱除去系海水系配管（放出側）は，設計

竜巻の風圧力による荷重，気圧差による荷重

及びその他考慮すべき荷重に対し，海水放出

機能を維持するために，サポート又は架台に

よる支持で固定し，主要な構造部材が海水放

出機能を維持可能な構造強度を有することを

構造強度設計上の性能目標とする。 

 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水配

管（放出側） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）用海水配管（放

出側）は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計

飛来物による衝突に対し，竜巻時及び竜巻通

過後においても，機能的な波及的影響により，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ

が必要な機能を損なわないように，設計竜巻

の風圧力及び気圧差に対し，非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水配管（放出側）が海水放

出の機能を維持する設計とし，設計飛来物の

衝突に対し，非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水配管（放出側）が機能の一部を喪失し

ても速やかに外部事象防護対象施設の安全機

能を復旧する設計とすることを機能設計上の

性能目標とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水配管

（放出側）は，設計竜巻の風圧力による荷重，

気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重

に対し，海水放出機能を維持するために，サ

ポート又は架台による支持で固定し，主要な

構造部材が海水放出機能を維持可能な構造強

度を有することを構造強度設計上の性能目標

とする。 

 

3.5 竜巻随伴事象を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 屋外の危険物貯蔵施設（火災） 

b. 残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（火災） 

c. 屋外タンク等（溢水） 

d. 送電線（外部電源喪失） 

 

(2) 要求機能 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻随伴事象を考慮する施設は，設計竜巻

の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対

し，竜巻時及び竜巻通過後においても，竜巻

随伴事象により外部事象防護対象施設の安全

機能を損なうおそれのないことが要求され

る。 

 

(3) 性能目標 

a. 屋外の危険物貯蔵施設（火災） 

屋外の危険物貯蔵施設は，設計竜巻の風圧

力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜

巻時及び竜巻通過後においても，火災を発生

させない又は火災が発生しても他の原因によ

る火災の影響の範囲内に収まることを機能設

計上の性能目標とする。 

 

b. 残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（火

災）残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，

設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物

の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後にお

いても，火災を発生させないことを機能設

計上の性能目標とする。 

 

c. 屋外タンク等（溢水） 

屋外タンク等は，設計竜巻の風圧力，気圧

差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び

竜巻通過後においても，溢水を発生させない

又は溢水が発生しても他の原因による溢水の
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.3 機能設計 

「2.2.1 竜巻防護に関する基本方

針」で設定している設計竜巻に対し，

「2.2.4.2 要求機能及び性能目標」で

設定している竜巻の影響を考慮する重

大事故等対処設備の機能設計上の性能

目標を達成するために，各設備の機能設

計の方針を定める。 

 

 

(1) 設計竜巻による直接的影響を考慮

する重大事故等対処設備の機能設計 

a. 重大事故等対処設備を収納する建

屋等 

(a)  重大事故等対処設備を収納する建

屋等の設計方針 

重大事故等対処設備を収納する建屋

等の設計方針は，「2.2.4.2  要求機能

及び性能目標」の「2.2.4.2(1)a.(c) 性

能目標」で設定している機能設計上の性

能目標を達成するために，以下の設計方

影響の範囲内に収まることを機能設計上の性

能目標とする。 

 

d. 送電線（外部電源喪失） 

送電線は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び

設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通

過後においても，外部電源喪失を発生させな

い又は外部電源喪失が発生しても代替設備に

よる電源供給ができることを機能設計上の性

能目標とする。 

 

4. 機能設計 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-1 竜巻への配慮に関

する基本方針」で設定している設計竜巻に対

し，「3. 要求機能及び性能目標」で設定して

いる竜巻の影響を考慮する施設の機能設計上

の性能目標を達成するために，各施設の機能

設計の方針を定める。 

 

 

 

【155／448】から 

4.3 竜巻より防護すべき施設を内包する施

設 

(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施

設の設計方針 

竜巻より防護すべき施設を内包する施設

の設計方針は，「3. 要求機能及び性能目標」

の「3.3(3) 性能目標」で設定している機能

設計上の性能目標を達成するために，以下

の設計方針としている。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

針としている。 

建屋等は，設計荷重(竜巻)に対し，「Ⅴ

－１－１－１－２－３ 竜巻の影響を

考慮する施設の設計方針」の「4.1 設計

竜巻による直接的影響を考慮する施設

の機能設計」の「(1)a.(a) 燃料加工建

屋」に基づく設計とする。その場合にお

いて「竜巻防護対象施設」を「重大事故

等対処設備」に読み替えて適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋

及び軽油貯蔵タンクタンク室 

タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋

及び軽油貯蔵タンクタンク室は，設計竜巻

の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に

対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，

設計飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝

突することを防止するために，竜巻より防

護すべき施設を建屋，地中構造物の内部に

設置し，また，竜巻より防護すべき施設に

波及的影響を与えないために，竜巻から防

護すべき施設に対し一定の離隔を有する設

計とする。 

 

b. 排気筒モニタ建屋 

排気筒モニタ建屋は，竜巻通過後において，

内包する排気筒モニタの補修等の対応を考

慮して，運転管理等の運用の措置により速

やかに機能を復帰する運用とする。 

 

 

4.1 外部事象防護対象施設 

(1) 屋外の外部事象防護対象施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 

残留熱除去系海水系ポンプは，「3. 要求機

能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成す

るために，以下の設計方針としている。 

防護対策施設に内包される残留熱除去系海

水系ポンプは，設計竜巻の風圧力，気圧差及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるもので

あり，新たな論点が生じる

ものではない。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び防護ネットを通過する飛来物の衝突に対

し，竜巻時及び竜巻通過後においても，電源

を確保するために，設計竜巻の影響を受けな

い原子炉建屋に設置している非常用所内電源

から，地下等に設けたダクト内の電路を通じ

て受電する構成とする。また，ポンプの機能

を維持することにより残留熱除去系負荷を冷

却する機能を維持するために，ポンプモータ

への電源供給を行い，ポンプの回転を維持す

ることにより，残留熱除去系海水系に送水す

る設計とする。 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナの設計方

針 

残留熱除去系海水系ストレーナは，「3. 要

求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針としている。 

防護対策施設に内包される残留熱除去系海

水系ストレーナは，設計竜巻の風圧力，気圧

差及び防護ネットを通過する飛来物の衝突に

対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，残

留熱除去系負荷を冷却する機能を維持するた

め，海水中の固形物を除去する機能を維持す

る設計とする。 

 

c. 主排気筒の設計方針 

主排気筒は，「3. 要求機能及び性能目標」

の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している機能

設計上の性能目標を達成するために，以下の

設計方針としている。 

主排気筒は，設計竜巻の風圧力及び気圧差

に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質の放出低減機能を維持するため，

流路を確保する機能を維持する設計とする。 

また，主排気筒は，設計飛来物の衝突に対

し，貫通により高所での放射性物質放出機能

を喪失する可能性があることから，屋外の資

機材等に飛来物発生防止対策を実施し，飛来

物となるものが少なくなるように運用するこ

とに加え，竜巻通過後において，補修等の対

応が取れる配置とし，運転管理等の運用の措

置により速やかに機能を復帰する運用とす

る。 

 

d. 中央制御室換気系冷凍機の設計方針 

中央制御室換気系冷凍機は，「3. 要求機能

及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達成する

ために，以下の設計方針としている。 

防護対策施設に内包される中央制御室換気

系冷凍機は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び

防護ネットを通過する飛来物の衝突に対し，

竜巻時及び竜巻通過後においても，中央制御

室の空調を行う機能を維持するため，空調用

冷水を冷却する機能を維持する設計とする。 

 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファンの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファンは，「3. 要求機能及び性能目標」

の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している機能

設計上の性能目標を達成するために，以下の
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針としている。 

防護対策施設に内包される非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）室ルーフベントファンは，設計

竜巻の風圧力，気圧差及び防護ネットを通過

する飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通

過後においても，非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

室内の空気を排出する機能を維持するため，

排気機能を維持する設計とする。 

 

f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プは，「3. 要求機能及び性能目標」の

「3.1(1)c. 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の設

計方針としている。 

防護対策施設に内包される非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ポンプは，設計竜巻の風

圧力，気圧差及び防護ネットを通過する飛来

物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後にお

いても，電源を確保するために，設計竜巻の

影響を受けない原子炉建屋に設置している非

常用所内電源から，地下に設けたダクト内の

電路を通じて受電する構成とする。また，ポ

ンプの機能を維持することによりディーゼル

発電機補機を冷却する機能を維持するため

に，ポンプモータへの電源供給を行い，ポン
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プの回転を維持することにより，非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水系に送水する設計

とする。 

 

g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水スト

レーナは，「3. 要求機能及び性能目標」の

「3.1(1)c. 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の設

計方針としている。 

防護対策施設に内包される非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ストレーナは，設計竜巻

の風圧力，気圧差及び防護ネットを通過する

飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後

においても，ディーゼル発電機補機を冷却す

る機能を維持するため，海水中の固形物を除

去する機能を維持する設計とする。 

 

 

h. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口の設

計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口は，

「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性

能目標」で設定している機能設計上の性能目

標を達成するために，以下の設計方針として
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いる。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口は，設

計竜巻の風圧力及び気圧差に対し，竜巻時及

び竜巻通過後においても，ディーゼル発電機

の吸気機能を維持するため，吸気を行うため

の流路を確保する機能を維持する設計とす

る。また，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気

口は，設計飛来物の衝突に対し，損傷しても

閉塞することはなく，ディーゼル発電機の吸

気機能を維持できるが，屋外の資機材等に飛

来物発生防止対策を実施し，飛来物となるも

のが少なくなるように運用することに加え，

竜巻通過後において，補修等の対応が取れる

配置とし，運転管理等の運用の措置により速

やかに機能を復帰する運用とする。 

 

i. 配管及び弁（残留熱除去系海水系ポンプ，

中央制御室換気系冷凍機及び非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ポンプ周り）の設計方針 

配管及び弁（残留熱除去系海水系ポンプ，

中央制御室換気系冷凍機及び非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ポンプ周り）は，「3. 要

求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針としている。 

防護対策施設に内包される配管及び弁（残

留熱除去系海水系ポンプ，中央制御室換気系

冷凍機及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用

海水ポンプ周り）は，設計竜巻の風圧力，気圧

差及び防護ネットを通過する飛来物の衝突に

対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，残

留熱除去系負荷を冷却する機能，中央制御室

の空調用冷水を冷却する機能及びディーゼル

発電機補機を冷却する機能を維持するため，

流路を確保する機能を維持する設計とする。 

 

j. 非常用ガス処理系排気筒の設計方針 

非常用ガス処理系排気筒は，「3. 要求機能

及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達成する

ために，以下の設計方針としている。 

非常用ガス処理系排気筒は，設計竜巻の風

圧力及び気圧差に対し，竜巻時及び竜巻通過

後においても，放射性物質の放出低減機能を

維持するため，流路を確保する機能を維持す

る設計とする。 

また，非常用ガス処理系排気筒は，設計飛

来物の衝突に対し，貫通により高所での放射

性物質放出機能を喪失する可能性があること

から，屋外の資機材等に飛来物発生防止対策

を実施し，飛来物となるものが少なくなるよ

うに運用することに加え，竜巻通過後におい

て，補修等の対応が取れる配置とし，運転管

理等の運用の措置により速やかに機能を復帰

する運用とする。 

 

k. 原子炉建屋の設計方針 

原子炉建屋は，「3. 要求機能及び性能目標」

の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している機能
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
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設計上の性能目標を達成するために，以下の

設計方針としている。 

原子炉建屋は，設計竜巻の風圧力，気圧差

及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜

巻通過後においても，放射性物質の閉じ込め

機能及び放射線の遮蔽機能を維持する設計と

する。また，竜巻から防護すべき施設を内包

する施設でもあるため，設計飛来物が竜巻よ

り防護すべき施設に衝突することを防止する

ために，竜巻より防護すべき施設を建屋内に

設置し，また，竜巻より防護すべき施設に波

及的影響を与えないために，竜巻から防護す

べき施設に対し一定の離隔を有する設計とす

る。 

 

l. 排気筒モニタの設計方針 

排気筒モニタは，「3. 要求機能及び性能目

標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，以

下の設計方針としている。 

排気筒モニタは，竜巻通過後において，補

修等の対応が取れる配置とし，運転管理等の

運用の措置により速やかに機能を復帰する運

用とする。 

 

m. 放水路ゲートの設計方針 

放水路ゲートは，「3. 要求機能及び性能目

標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，以

下の設計方針としている。 

放水路ゲートは，竜巻通過後において，補

修等の対応により速やかに機能を復帰し，速
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

ｂ. 建屋等内の設備で外気と繋がって

いる重大事故等対処設備 

(a) 角ダクト及び丸ダクト並びに配管

(気体廃棄物の廃棄設備の外部放出抑制

設備)の設計方針 

角ダクト及び丸ダクトト並びに配管

(気体廃棄物の廃棄設備の外部放出抑制

設備)は，「2.2.4.2 要求機能及び性能

目標」の「(1)b.(c)イ. 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達

成するために，以下の設計方針としてい

る。 

外気と繋がっている気体廃棄物の廃

棄設備の外部放出抑制設備の角ダクト

及び丸ダクト並びに配管は，設計竜巻の

気圧差による荷重及びその他考慮すべ

き荷重に対し，竜巻時及び竜巻通過後に

おいても，放射性物質の閉じ込め機能又

は放射性物質の過度の放出低減機能を

維持するために，流路を確保する機能を

維持する設計とする。 

 

(b） 角ダクト及び丸ダクト並びに配管

(気体廃棄物の廃棄設備の代替グローブ

ボックス排気設備)の設計方針 

角ダクト及び丸ダクトト並びに配管

(気体廃棄物の廃棄設備の代替グローブ

ボックス排気設備)は，「2.2.4.2 要求

機能及び性能目標」の「(1)b.(c)ロ. 性

能目標」で設定している機能設計上の性

能目標を達成するために，以下の設計方

針としている。 

やかな補修等が困難と判断された場合には，

プラントを停止する運用とする。 

 

(2) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護

対象施設 

a. 角ダクト及び丸ダクト（中央制御室換気系

ダクト，非常用ディーゼル発電機室換気系ダ

クト，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

室換気系ダクト及び原子炉建屋換気系ダクト

（原子炉建屋原子炉棟貫通部））の設計方針 

角ダクト及び丸ダクト（中央制御室換気系

ダクト，非常用ディーゼル発電機室換気系ダ

クト，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

室換気系ダクト及び原子炉建屋換気系ダクト

（原子炉建屋原子炉棟貫通部））は，「3. 要

求機能及び性能目標」の「3.1(2)c.性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針としている。 

外気と繋がっている中央制御室換気系，非

常用ディーゼル発電機室換気系，高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機室換気系及び原子

炉建屋換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通部）

の角ダクト及び丸ダクトは，設計竜巻の気圧

差に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，

換気空調を行う機能又は放射性物質の放出低

減機能を維持するために，流路を確保する機

能を維持する設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 144 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

外気と繋がっている気体廃棄物の廃

棄設備の代替グローブボックス排気設

備の角ダクト及び丸ダクト並びに配管

は，設計竜巻の気圧差による荷重及び

その他考慮すべき荷重に対し，竜巻時

及び竜巻通過後においても，放射性物

質の閉じ込め機能又は放射性物質の過

度の放出低減機能を維持するために，

流路を確保する機能を維持する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 隔離弁（中央制御室換気系隔離弁及び原子

炉建屋換気系隔離弁（原子炉建屋原子炉棟貫

通部））の設計方針 

隔離弁（中央制御室換気系及び原子炉建屋

換気系（原子炉建屋原子炉棟貫通部））は，

「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(2)c. 性

能目標」で設定している機能設計上の性能目

標を達成するために，以下の設計方針として

いる。 

防護対策施設に内包される，外気と繋がっ

ている中央制御室換気系及び原子炉建屋換気

系（原子炉建屋原子炉棟貫通部）の隔離弁は，

設計竜巻の気圧差に対し，竜巻時及び竜巻通

過後においても，換気空調を行う機能又は放

射性物質の放出低減機能を維持するために，

開閉可能な機能及び閉止性を維持する設計と

する。 

 

c. ファン（中央制御室換気系フィルタ系ファ

ン）の設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるもので

あり，新たな論点が生じる

ものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 145 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファン（中央制御室換気系フィルタ系ファ

ン）は，「3. 要求機能及び性能目標」の

「3.1(2)c. 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の設

計方針としている。 

外気と繋がっている中央制御室換気系フィ

ルタ系ファンは，設計竜巻の気圧差に対し，

竜巻時及び竜巻通過後においても，換気空調

を行う機能を維持するために，冷却用空気を

送風する機能を維持する設計とする。 

 

 

(3) 建屋等による飛来物の防護が期待できな

い屋内の外部事象防護対象施設 

a. 燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン

の設計方針 

燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン

は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3)c. 

性能目標」で設定している機能設計上の性能

目標を達成するために，以下の設計方針とし

ている。 

燃料交換機及び原子炉建屋天井クレーン

は，設計竜巻の風圧力及び防護ネットを通過

する飛来物の衝突に対し，竜巻襲来予測時に

は，燃料取扱作業を中止し，外部事象防護対

象施設に影響を及ぼさない待機位置への退避

措置を行う運用等により，原子炉建屋外側ブ

ローアウトパネル開放状態においても，燃料

の落下を防止し，近傍の外部事象防護対象施

設に転倒による影響を及ぼさない設計とす

る。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 146 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 防護対策施設 

(1) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファン防護対策施設（防護ネット，防

護鋼板及び架構）の設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン防護対策施設は，防護ネット，防

護鋼板及び架構で構成し，「3. 要求機能及び

性能目標」の「3.2(3) 性能目標」で設定して

いる機能設計上の性能目標を達成するため

に，以下の設計方針としている。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン防護対策施設のうち防護ネット

は，設計竜巻による風圧力及び設計飛来物の

衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後において

も，設計飛来物が外部事象防護対象施設へ衝

突することを防止可能とするために，外部事

象防護対象施設の上部及び側面に設置し，設

計飛来物が防護ネットに衝突した際に破断せ

ず，設計飛来物の鋼製材を受け止める設計と

する。 

また，防護ネットは設計竜巻の風圧力及び

設計飛来物の鋼製材の衝突に対し，防護ネッ

トがたわんだとしても，外部事象防護対象施

設の必要な機能を損なわないように，外部事

象防護対象施設に対し一定の離隔を有する設

計とする。 

防護ネットについては，網目の細かい複数
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 147 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枚のネットを重ねて設置することにより，設

計飛来物の鋼製材はネットに衝突し，ネット

内側に侵入させない設計とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン防護対策施設のうち防護鋼板は，

設計竜巻による風圧力及び設計飛来物の衝突

に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，

設計飛来物が外部事象防護対象施設へ衝突す

ることを防止するために，非常用ディーゼル

発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。）室ルーフベントファンを取り囲

むように設置し，また，外部事象防護対象施

設に波及的影響を与えない設計とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベ

ントファン防護対策施設のうち架構は，設計

竜巻による風圧力及び設計飛来物の衝突に対

し，竜巻時及び竜巻通過後においても，外部

事象防護対象施設が必要な機能を維持するた

めに，防護ネット及び防護鋼板を支持し，ま

た，外部事象防護対象施設に波及的影響を与

えない設計とする。 

 

(2) 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設

（防護ネット，防護鋼板及び架構）の設計方

針 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，

防護ネット，防護鋼板及び架構で構成し，「3. 

要求機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針としている。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 148 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設のう

ち防護ネットは，設計竜巻による風圧力及び

設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通

過後においても，設計飛来物が外部事象防護

対象施設へ衝突することを防止可能とするた

めに，外部事象防護対象施設の上部及び側面

に設置し，設計飛来物が防護ネットに衝突し

た際に破断せず，設計飛来物の鋼製材を受け

止める設計とする。 

また，防護ネットは設計竜巻の風圧力及び

設計飛来物の鋼製材の衝突に対し，防護ネッ

トがたわんだとしても，外部事象防護対象施

設の必要な機能を損なわないように，外部事

象防護対象施設に対し一定の離隔を有する設

計とする。 

防護ネットについては，網目の細かい複数

枚のネットを重ねて設置することにより，設

計飛来物の鋼製材はネットに衝突し，ネット

内側に侵入させない設計とする。 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設のう

ち防護鋼板は，設計竜巻による風圧力及び設

計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過

後においても，設計飛来物が外部事象防護対

象施設へ衝突することを防止するために，中

央制御室換気系冷凍機を取り囲むように設置

し，また，外部事象防護対象施設に波及的影

響を与えない設計とする。 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設のう

ち架構は，設計竜巻による風圧力及び設計飛

来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後に

おいても，外部事象防護対象施設が必要な機

能を維持するために，防護ネット及び防護鋼
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 149 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板を支持し，また，外部事象防護対象施設に

波及的影響を与えない設計とする。 

 

(3) 海水ポンプエリア防護対策施設（防護ネ

ット，防護鋼板及び架構）の設計方針 

海水ポンプエリア防護対策施設は，防護ネ

ット，防護鋼板及び架構で構成し，「3. 要求

機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成す

るために，以下の設計方針としている。 

海水ポンプエリア防護対策施設のうち防護

ネットは，設計竜巻による風圧力及び設計飛

来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後に

おいても，設計飛来物が外部事象防護対象施

設へ衝突することを防止可能とするために，

外部事象防護対象施設の上部に設置し，設計

飛来物が防護ネットに衝突した際に破断せ

ず，設計飛来物の鋼製材を受け止める設計と

する。 

また，防護ネットは設計竜巻の風圧力及び

設計飛来物の鋼製材の衝突に対し，防護ネッ

トがたわんだとしても，外部事象防護対象施

設の必要な機能を損なわないように，外部事

象防護対象施設に対し一定の離隔を有する設

計とする。 

防護ネットについては，網目の細かい複数

枚のネットを重ねて設置することにより，設

計飛来物の鋼製材はネットに衝突し，ネット

内側に侵入させない設計とする。 

海水ポンプエリア防護対策施設のうち防護

鋼板は，設計竜巻による風圧力及び設計飛来

物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後にお
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 150 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いても，設計飛来物が外部事象防護対象施設

へ衝突することを防止するために，海水ポン

プ室内に設置される外部事象防護対象施設を

取り囲むように設置し，また，外部事象防護

対象施設に波及的影響を与えない設計とす

る。 

海水ポンプエリア防護対策施設のうち架構

は，設計竜巻による風圧力及び設計飛来物の

衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後において

も，外部事象防護対象施設が必要な機能を維

持するために，防護ネット及び防護鋼板を支

持し，また，外部事象防護対象施設に波及的

影響を与えない設計とする。 

 

(4) 中央制御室換気系開口部防護対策施設

（防護鋼板及び架構）の設計方針 

中央制御室換気系開口部防護対策施設は，

防護鋼板及び架構で構成し，「3. 要求機能及

び性能目標」の「3.2(3) 性能目標」で設定し

ている機能設計上の性能目標を達成するため

に，以下の設計方針としている。 

中央制御室換気系開口部防護対策施設のう

ち防護鋼板は，設計竜巻による風圧力及び設

計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過

後においても，設計飛来物が外部事象防護対

象施設へ衝突することを防止するために，中

央制御室換気系開口部を取り囲むように設置

し，また，外部事象防護対象施設に波及的影

響を与えない設計とする。 

中央制御室換気系開口部防護対策施設のう

ち架構は，設計竜巻による風圧力及び設計飛

来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後に
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 151 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいても，外部事象防護対象施設が必要な機

能を維持するために，防護鋼板を支持し，ま

た，外部事象防護対象施設に波及的影響を与

えない設計とする。 

 

(5) ブローアウトパネル防護対策施設（防護

ネット，防護鋼板及び架構）の設計方針 

ブローアウトパネル防護対策施設は，防護

ネット，防護鋼板及び架構で構成し，「3.要求

機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成す

るために，以下の設計方針としている。 

ブローアウトパネル防護対策施設のうち防

護ネットは，設計竜巻による風圧力及び設計

飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後

においても，設計飛来物が原子炉建屋原子炉

棟ブローアウトパネルへ衝突することを防止

可能とするために，ブローアウトパネルが設

置される原子炉建屋の外壁に設置し，設計飛

来物が防護ネットに衝突した際に破断せず，

設計飛来物の鋼製材を受け止める設計とす

る。 

また，防護ネットは設計竜巻の風圧力及び

設計飛来物の鋼製材の衝突に対し，防護ネッ

トがたわんだとしても，外部事象防護対象施

設の必要な機能を損なわないように，外部事

象防護対象施設に対し一定の離隔を有する設

計とする。 

防護ネットについては，網目の細かい複数

枚のネットを重ねて設置することにより，設

計飛来物の鋼製材はネットに衝突し，ネット

内側に侵入させない設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 152 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブローアウトパネル防護対策施設のうち防

護鋼板は，設計竜巻による風圧力及び設計飛

来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後に

おいても，設計飛来物が外部事象防護対象施

設へ衝突することを防止するために，ブロー

アウトパネルを取り囲むように設置し，また，

外部事象防護対象施設に波及的影響を与えな

い設計とする。 

ブローアウトパネル防護対策施設のうち架

構は，設計竜巻による風圧力及び設計飛来物

の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後におい

ても，外部事象防護対象施設が必要な機能を

維持するために，防護ネット及び防護鋼板を

支持し，また，外部事象防護対象施設に波及

的影響を与えない設計とする。 

 

(6) 原子炉建屋付属棟軽量外壁部防護対策施

設（防護鋼板）の設計方針 

原子炉建屋付属棟軽量外壁部防護対策施設

は，防護鋼板で構成し，「3. 要求機能及び性

能目標」の「3.2(3) 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成するために，

以下の設計方針としている。 

原子炉建屋付属棟軽量外壁部防護対策施設

のうち防護鋼板は，設計竜巻による風圧力及

び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻

通過後においても，設計飛来物が外部事象防

護対象施設へ衝突することを防止するため

に，竜巻より防護すべき施設を内包する施設

（原子炉建屋）の飛来物が侵入する可能性の

ある軽量外壁部に設置し，また，外部事象防

護対象施設に波及的影響を与えない設計とす
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 153 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 屋外の常設重大事故等対処設備 

屋外の常設重大事故等対処設備につ

いては，屋外の常設重大事故等対処設備

の申請に合わせて次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

(7) 原子炉建屋付属棟開口閉鎖部防護対策施

設（防護鋼板）の設計方針 

原子炉建屋付属棟開口閉鎖部防護対策施設

は，防護鋼板で構成し，「3. 要求機能及び性

能目標」の「3.2(3) 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成するために，

以下の設計方針としている。 

原子炉建屋付属棟開口閉鎖部防護対策施設

のうち防護鋼板は，設計竜巻による風圧力及

び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻

通過後においても，設計飛来物が外部事象防

護対象施設へ衝突することを防止するため

に，竜巻より防護すべき施設を内包する施設

（原子炉建屋）の飛来物が侵入する可能性の

ある開口閉鎖部に設置し，また，外部事象防

護対象施設に波及的影響を与えない設計とす

る。 

 

(8) 使用済燃料乾式貯蔵容器防護対策施設

（防護ネット及び架構（車両防護柵を含む。））

の設計方針 

使用済燃料乾式貯蔵容器防護対策施設は，

防護ネット及び架構（車両防護柵を含む。）で

構成し，「3. 要求機能及び性能目標」の

「3.2(3) 性能目標」で設定している機能設計

上の性能目標を達成するために，以下の設計

方針としている。 

使用済燃料乾式貯蔵容器防護対策施設のう

ち防護ネットは，設計竜巻による風圧力及び

設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 154 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過後においても，設計飛来物が外部事象防護

対象施設へ衝突することを防止可能とするた

めに，使用済燃料乾式貯蔵建屋の外壁（換気

ガラリ周り）に設置し，設計飛来物が防護ネ

ットに衝突した際に破断せず，設計飛来物の

鋼製材を受け止める設計とする。 

また，防護ネットは設計竜巻の風圧力及び

設計飛来物の鋼製材の衝突に対し，防護ネッ

トがたわんだとしても，外部事象防護対象施

設の必要な機能を損なわないように，外部事

象防護対象施設に対し一定の離隔を有する設

計とする。 

防護ネットについては，網目の細かい複数

枚のネットを重ねて設置することにより，設

計飛来物の鋼製材はネットに衝突し，ネット

内側に侵入させない設計とする。 

使用済燃料乾式貯蔵容器防護対策施設のう

ち架構（防護ネット支持部）は，設計竜巻によ

る風圧力及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻

時及び竜巻通過後においても，外部事象防護

対象施設が必要な機能を維持するために，防

護ネットを支持し，また，外部事象防護対象

施設に波及的影響を与えない設計とする。 

使用済燃料乾式貯蔵容器防護対策施設のう

ち架構（車両防護柵）は，設計竜巻による風圧

力及び隣接事業所からの飛来物として想定す

る車両による衝突に対し，竜巻時及び竜巻通

過後においても，外部事象防護対象施設が必

要な機能を維持するために，使用済燃料乾式

貯蔵建屋の換気ガラリを取り囲むように設置

し，また，外部事象防護対象施設に波及的影

響を与えない設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 155 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【134／448】へ 

4.3 竜巻より防護すべき施設を内包する施

設 

(1) 竜巻より防護すべき施設を内包する施

設の設計方針 

竜巻より防護すべき施設を内包する施設

の設計方針は，「3. 要求機能及び性能目標」

の「3.3(3) 性能目標」で設定している機能

設計上の性能目標を達成するために，以下

の設計方針としている。 

【135／448】へ 

a. タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋

及び軽油貯蔵タンクタンク室 

タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋

及び軽油貯蔵タンクタンク室は，設計竜巻

の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に

対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，

設計飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝

突することを防止するために，竜巻より防

護すべき施設を建屋，地中構造物の内部に

設置し，また，竜巻より防護すべき施設に

波及的影響を与えないために，竜巻から防

護すべき施設に対し一定の離隔を有する設

計とする。 

b. 排気筒モニタ建屋 

排気筒モニタ建屋は，竜巻通過後におい

て，内包する排気筒モニタの補修等の対応

を考慮して，運転管理等の運用の措置によ

り速やかに機能を復帰する運用とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 156 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

d. 重大事故等対処設備及びそれらを

収納する建屋等に波及的影響を及ぼし

得る施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 機械的影響を及ぼし得る施設 

イ. 気体廃棄物の廃棄設備の排気筒の

設計方針 

気体廃棄物の廃棄設備の排気筒は，

「2.2.4.2 要求機能及び性能目標」の

「2.2.4.2(1)d.(c)イ. 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達

成するために，以下の設計方針としてい

る。 

気体廃棄物の廃棄設備の排気筒は，設

計荷重(竜巻)に対し，竜巻時及び竜巻通

過後においても，重大事故等対処設備及

びそれらを収納する建屋等に機械的影

響を与えないために，倒壊又は転倒しな

い強度を有する設計とする。 

 

 

 

4.4 外部事象防護対象施設等に波及的影響を

及ぼす可能性がある施設 

機械的影響を与える可能性がある施設のう

ち，「 3. 要求機能及び性能目標」の

「3.4(3)a.(d) 発電所敷地の屋外に保管する

資機材及び重大事故等対処設備等」について

は，それぞれ外部事象防護対象施設に機械的

影響を与える可能性がある施設のため，機能

設計上の設計目標を「(1) 機械的影響を与え

る可能性がある施設」の「d. 発電所敷地の屋

外に保管する資機材及び重大事故等対処設備

等の設計方針」に示す。 

 

 

(1) 機械的影響を与える可能性がある施設 

a. サービス建屋の設計方針 

サービス建屋は，「3. 要求機能及び性能目

標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために，以下

の設計方針としている。 

サービス建屋は，設計竜巻の風圧力，気圧差

及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜

巻通過後においても，竜巻より防護すべき施

設に機械的影響を与えないために，竜巻より

防護すべき施設を内包する原子炉建屋及びタ

ービン建屋に対し一定の離隔を有する設計と

する。 

 

 

b. 海水ポンプエリア防護壁の設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の違いによるもので

あり，新たな論点が生じる

ものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 157 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海水ポンプエリア防護壁は，「3. 要求機能

及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定

している機能設計上の性能目標を達成するた

めに，以下の設計方針としている。 

海水ポンプエリア防護壁は，設計竜巻の風

圧力及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及

び竜巻通過後においても，外部事象防護対象

施設に機械的影響を与えないために，倒壊し

ない強度を有する設計とする。 

 

c. 鋼製防護壁の設計方針 

鋼製防護壁は，「3. 要求機能及び性能目標」

の「3.4(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の設

計方針としている。 

鋼製防護壁は，設計竜巻の風圧力及び設計

飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後

においても，外部事象防護対象施設に機械的

影響を与えないために，倒壊しない強度を有

する設計とする。 

 

d. 発電所敷地の屋外に保管する資機材及び

重大事故等対処設備等の設計方針 

発電所敷地の屋外に保管する資機材及び重

大事故等対処設備等は，「3. 要求機能及び性

能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成する 

ために，以下の設計方針としている。 

外部事象防護対象施設は，屋外に保管する

資機材及び重大事故等対処設備等による機械

的な波及的影響により，外部事象防護対象施

設の安全機能を損なわないよう，屋外に保管
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 158 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 機能的影響を及ぼし得る施設 

機能的影響を及ぼし得る施設につい

ては，緊急時対策所の申請に合わせて次

回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する資機材及び重大事故等対処設備は固縛，

固定又は外部事象防護対象施設からの離隔対

策を実施し，外部事象防護対象施設の安全機

能に影響を及ぼす飛来物とならない設計とす

る。 

これら資機材及び重大事故等対処設備等は

固縛，固定又は外部事象防護対象施設からの

離隔対策により，外部事象防護対象施設の安

全機能に影響を及ぼすような飛来物とならな

い運用とする。 

固縛又は固定が必要な資機材及び重大事故

等対処設備等の選定については，添付書類「Ⅴ

-1-1-2-3-2 竜巻の影響を考慮する施設及び

固縛対象物の選定」に基づき選定する。 

 

 

(2) 機能的影響を与える可能性がある施設 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

の設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 

性能目標」で設定している機能設計上の性能

目標を達成するために，以下の設計方針とし

ている。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

は，設計竜巻の風圧力，気圧差に対し，竜巻時

及び竜巻通過後においても，排気機能を維持

するために，外部事象防護対象施設に接続し，

排気を行うための流路を確保する設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降に比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 159 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。また，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気

消音器は，設計飛来物の衝突に対し，貫通に

より排気機能の一部を喪失する可能性がある

ことから，排気機能の一部を喪失しても速や

かに外部事象防護対象施設の安全機能を復旧

するために，竜巻の通過後において，補修等

の対応がとれる配置とし，運転管理等の運用

上の措置により速やかに機能を復帰する運用

とする。 

 

b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）付属排気配

管及びベント配管の設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）付属排気配

管及びベント配管は，「3. 要求機能及び性能

目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，以

下の設計方針としている。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）付属排気配

管及びベント配管は，設計竜巻の風圧力及び

気圧差に対し，竜巻時及び竜巻通過後におい

ても，排気機能を維持するために，外部事象

防護対象施設に接続し，屋外への排気を行う

ための流路を確保する設計とする。また，非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）付属排気配管及

びベント配管は，設計飛来物の衝突に対し，

貫通により排気機能の一部を喪失する可能性

があることから，排気機能の一部を喪失して
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 160 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

 

 

 

 

 

 

も速やかに外部事象防護対象施設の安全機能

を復旧するために，竜巻の通過後において，

補修等の対応がとれる配置とし，運転管理等

の運用上の措置により速やかに機能を復帰す

る運用とする。 

 

c. 残留熱除去系海水系配管（放出側）の設計

方針 

残留熱除去系海水系配管（放出側）は，「3. 

要求機能及び性能目標」の「3.4(3)性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針としている。 

残留熱除去系海水系配管（放出側）は，設計

竜巻の風圧力及び気圧差に対し，竜巻時及び

竜巻通過後においても，海水放出の機能を維

持するために，残留熱除去系海水系配管（放

出側）が放水口への海水放出を行うための流

路を確保する設計とする。また，残留熱除去

系海水系配管（放出側）は，設計飛来物の衝突

に対し，貫通により海水の放出機能の一部を

喪失する可能性があることから，海水放出機

能の一部を喪失しても速やかに外部事象防護

対象施設の安全機能を復旧するために，竜巻

の通過後において，補修等の対応がとれる配

置とし，運転管理等の運用上の措置により速

やかに機能を復帰する運用とする。 

 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水配管

（放出側）の設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水配管
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 161 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

（放出側）は，「3. 要求機能及び性能目標」

の「3.4(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の設

計方針としている。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水配管

（放出側）は，設計竜巻の風圧力及び気圧差

に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，

海水放出の機能を維持するために，非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水配管（放出側）が

放水口への海水放出を行うための流路を確保

する設計とする。また，非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用海水配管（放出側）は，設計飛来

物の衝突に対し，貫通により海水の放出機能

の一部を喪失する可能性があることから，海

水放出機能の一部を喪失しても速やかに外部

事象防護対象施設の安全機能を復旧するため

に，竜巻の通過後において，補修等の対応が

とれる配置とし，運転管理等の運用上の措置

により速やかに機能を復帰する運用とする。 

 

4.5 竜巻随伴事象を考慮する施設 

(1) 屋外の危険物貯蔵施設（火災）の設計方

針 

屋外の危険物貯蔵施設（火災）は，「3. 要

求機能及び性能目標」の「3.5(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針としている。 

屋外の危険物貯蔵施設は，設計竜巻の風圧

力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 162 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

巻時及び竜巻通過後においても，火災を発生

させない又は火災が発生しても他の原因によ

る火災の影響の範囲内に収まるように，火災

による損傷の防止における想定に包絡される

設計とする。 

屋外の危険物貯蔵施設に対する火災防護設

計については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5 外部火

災への配慮に関する説明書」に示す。 

 

(2) 残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（火災）の

設計方針 

残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ポンプ（火災）は，

「3. 要求機能及び性能目標」の「3.5(3)性能

目標」で設定している機能設計上の性能目標

を達成するために，以下の設計方針としてい

る。 

 

残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ポンプは，設計竜巻

の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対

し，竜巻時及び竜巻通過後においても，火災

を発生させないように，海水ポンプエリア防

護対策施設を設置し，火災を引き起こし得る

設計飛来物が衝突しない設計とする。 

 

(3) 屋外タンク等（溢水）の設計方針 

屋外タンク等（溢水）は，「3. 要求機能及
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 163 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－１－２－３－３ 

び性能目標」の「3.5(3) 性能目標」で設定し

ている機能設計上の性能目標を達成するため

に，以下の設計方針としている。 

屋外タンク等は，設計竜巻の風圧力，気圧

差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び

竜巻通過後においても，溢水を発生させない

又は溢水が発生しても他の原因による溢水の

影響の範囲内におさまるように，溢水による

損傷防止における溢水量の想定に包絡される

設計とする。 

屋外タンク等に対する溢水防護方針につい

ては，添付書類「Ⅴ-1-1-8 発電用原子炉施設

の溢水防護に関する説明書」に示す。 

 

(4) 送電線（外部電源喪失）の設計方針 

送電線（外部電源喪失）は，「3. 要求機能

及び性能目標」の「3.5(3) 性能目標」で設定

している機能設計上の性能目標を達成するた

めに，以下の設計方針としている。 

送電線は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設

計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過

後においても，外部電源を喪失させない又は

外部電源喪失が発生しても代替設備による電

源供給ができるように，代替設備として設計

竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突

に対し十分な強度を有する建屋等にディーゼ

ル発電機を設置する設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 164 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－４ 

 2.2.5 屋外の可搬型重大事故等対処設備の

固縛に関する設計方針 

 固縛に関する設計方針は，可搬型重大事

故等対処設備の申請に合わせて次回以降に詳

細を説明する。 

Ⅴ-1-1-2-3-4 竜巻防護に関する屋外重大事

故等対処設備の設計方針 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-1 竜巻へ

の配慮に関する基本方針」及び添付書類「Ⅴ-

1-1-2-3-2 竜巻の影響を考慮する施設及び固

縛対象物の選定」に基づき，屋外の重大事故

等対処設備の竜巻防護について，位置的分散

による機能維持設計及び悪影響防止のための

固縛設計に関する設計方針について説明する

ものである。 

 

2. 設計の基本方針 

発電所に影響を与える可能性がある竜巻の

発生により，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-1 竜巻へ

の配慮に関する基本方針」にて設定している

竜巻に対し，重大事故等対処設備が，重大事

故等に対処するために必要な機能を損なうお

それがないようにするため，竜巻の影響を考

慮する重大事故等対処設備の設計を行う。竜

巻の影響を考慮する施設は，添付書類「Ⅴ-1-

1-2-3-1 竜巻への配慮に関する基本方針」に

て設定している設置（変更）許可を受けた竜

巻の風荷重に対して，その機能が維持できる

設計とする。したがって，具体的には以下の

設計とする。なお，屋外の重大事故等対処設

備のうち，重大事故等に対処するために必要

な機能を損なわないよう，風荷重の作用しな

い場所に配置する設計又は竜巻の風荷重を考

慮した設計とする設備は，竜巻防護がされて

おり，以降に示す屋外の重大事故等対処設備

の竜巻防護方針の対象としない。 

 

次回以降に比較結果を示

す。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 165 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－２－３－４ 

 

屋外に保管する重大事故等対処設備（以下

「屋外重大事故等対処設備」という。）につ

いては，竜巻による風荷重に対して，位置的

分散を考慮した保管により，機能を損なわな

い設計とする同じ機能を有する他の重大事故

等対処設備（設計基準事故対処設備を兼ねて

いる重大事故対処設備を含む。）と 100 m 以

上の離隔距離を確保した保管場所を定めて保

管することにより，竜巻により同じ機能を有

する設備が同時に機能喪失することの防止を

図る設計とする。ただし，同じ機能を有する

重大事故等対処設備がない設備については，

竜巻によって 1 台が損傷したとしても必要

数を満足し，機能が損なわれないよう，予備

も含めて分散させるとともに，原子炉格納容

器，使用済燃料プール及びこれらの設備が必

要となる事象の発生を防止する設計基準事故

対処設備等，重大事故等対処設備を内包する

原子炉建屋及び海水ポンプエリアから 100 m 

以上の離隔距離を確保した保管場所を定めて

保管する設計とする。 

なお，竜巻が襲来して，個々の設備が損傷

した場合は，発電用原子炉の停止を含めた対

応を速やかにとることとし，この運用につい

て，保安規定に定める。 

悪影響防止のための固縛については，位置

的分散とあいまって，固縛装置により浮き上

がり又は横滑りによって設計基準事故対処設

備等や同じ機能を有する他の重大事故等対処

設備に衝突し，損傷させることのない設計と

するとともに，重大事故等発生時の初動対応
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時間を確保するために，固縛装置の設置箇所

数を可能な限り少なくする設計とする。固縛

装置の設計は，風荷重による浮き上がり又は

横滑りの荷重並びに保管場所を踏まえて固縛

の要否を決定し，固縛が必要な場合は，発生

する風荷重に耐える設計とする。 

なお，固縛が必要とされた屋外重大事故等

対処設備のうち，添付書類「Ⅴ-1-1-6-別添 2 

可搬型重大事故等対処設備の設計方針」に示

す耐震設計において，サスペンションにより，

地震に対する影響を軽減できる構造としてい

る車両一体型（以下，「車両型」という。）

の重大事故等対処設備については，耐震設計

に影響を与えることがないよう，固縛装置の

連結材に適切な余長を持たせた設計とする。 

また，屋外重大事故等対処設備のうち，車

両型を除く設備を車両型以外の設備とする。 
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以上の屋外重大事故等対処設備の竜巻防護

に関する設計方針について，フロー図に整理

し，図 2-1 に示す。 

3. 位置的分散による機能維持設計 

3.1 位置的分散による機能維持の設計方針 

位置的分散による機能維持設計におい

ては，「2. 設計の基本方針」に記載した

基本方針に基づき，位置的分散を考慮し

た保管により，機能を損なわない設計と

する。 
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(1) 同じ機能を有する重大事故等対処設備

が他にある場合 

同じ機能を有する重大事故等対処設備

が他にある屋外重大事故等対処設備につ

いては，同じ機能を有する他の重大事故

等対処設備（設計基準事故対処設備を兼

ねている重大事故等対処設備も含む。）

と 100 m 以上の離隔距離を確保した保管

場所を定めて保管することにより，竜巻

により同じ機能を有する設備が同時に機

能喪失することがない設計とする。 

(2) 同じ機能を有する重大事故等対処設備

が他にない設備 

同じ機能を有する重大事故等対処設備

が他にない屋外重大事故等対処設備につ

いては，竜巻によって 1 台が損傷したと

しても必要数を満足できるよう，予備も

含めて分散させるとともに，原子炉格納

容器，使用済燃料プール及びこれらの設

備が必要となる事象の発生を防止する設

計基準事故対処設備等，重大事故等対処

設備を内包する原子炉建屋及び海水ポン

プエリアから 100 m 以上の離隔距離を確

保した保管場所を定めて保管することに

より，竜巻により同じ機能を有する設備

が同時に機能喪失することがない設計と

する。 

 

3.2 位置的分散による機能維持の設計方針に

基づく屋外重大事故等対処設備の保管場所 

「3.1 位置的分散による機能維持の設計

方針」に基づき決定した屋外重大事故等対
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処設備の保管場所の全体図を，図 3-1 に示

す。また，技術基準規則の条項に準じて整

理した設備ごとの保管場所及びその位置的

分散にかかる具体的な設計内容について，

表 3-1～表 3-9 に示す。 

 

4. 悪影響防止のための固縛設計 

4.1 固縛の設計方針 

悪影響防止のために実施する固縛につい

ては，「3. 位置的分散による機能維持設計」

に示す位置的分散とあいまって，固縛装置

により浮き上がり又は横滑りによって設計

基準事故対処設備等や同じ機能を有する他

の重大事故等対処設備に衝突し，損傷させ

ることのない設計とするため，全ての屋外

重大事故等対処設備を検討の対象とする。 

固縛装置の設計においては，屋外重大事

故等対処設備に対して固縛の要否を決定す

る。固縛が必要とされた場合は，固縛装置

は，風荷重及び当該荷重に伴い発生する荷

重に耐える設計とし，その荷重の算定方法

について，添付書類「Ⅴ-3-別添 1-3 屋外重

大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の

方針」に示す。 

固縛が必要とされた屋外重大事故等対処

設備（以下「固縛対象設備」という。）のう

ち，可搬型の設備については，重大事故等

発生時の初動対応時間を確保するために，

固縛装置の設置箇所数を可能な限り少なく

する設計とする。また，固縛対象設備のう

ち，車両型の設備は，耐震設計に影響を与

えることのないように，固縛装置の連結材
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に適切な余長を持たせた設計とする。以上

を含めた固縛装置に関する設計方針につい

て，「4.3 固縛装置の設計方針」に示す。 

固縛装置を構成する連結材，固定材等の

許容限界については，添付書類「Ⅴ-3-別添

1-3 屋外重大事故等対処設備の固縛装置の

強度計算の方針」に示す。 

 

4.2 固縛対象設備の選定の考え方 

全ての屋外重大事故等対処設備を対象

に，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-2 竜巻の影響を

考慮するし施設及び固縛対象物の選定」の

「4.2 屋外の重大事故等対処設備」に基づ

き，固縛要否を検討し，固縛対象設備とし

て抽出された設備を表 4-1 に示す。 

なお，複数の固縛対象設備をコンテナ，

車両等に保管している場合は，コンテナ，

車両等を収納設備として扱い，収納設備の

保管単位に対して固縛対象設備を選定す

る。 

固縛対象設備の選定（固縛の要否）にお

いては，以下の観点を考慮して行う。 

・飛散解析（浮き上がりの発生，飛散距

離） 

・保管場所及び周辺状況（保管場所と設

計基準事故対処設備等又は同じ機能を有す

る他の重大事故等対処設備との間の障害物

の有無） 

・設計竜巻による風圧力の影響（建屋等

内部に配置 

 

4.3 固縛装置の設計方針 
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固縛装置は，竜巻により設計荷重を受け

た固縛対象設備に浮き上がり又は横滑りが

発生した場合であっても，その移動を制限

し，設計基準事故対処設備等や同じ機能を

有する他の重大事故等対処設備に衝突し，

損傷させることのない設計とする。 

固縛装置の設計に当たっては，設計荷重

の算定のための固縛対象設備に作用する風

速，連結材の剛性及び許容限界の設定にお

いて保守性を考慮して設定しており，固縛

装置の設置箇所数は，固縛対象設備に対し

て 2 箇所以上とすることで，固縛状態を維

持するための強度評価に対する信頼性を高

めている。なお，竜巻の襲来により，固縛装

置に永久変形が生じた場合には，当該装置

の補修，取替等により対応するものとする

が，取替えが容易にできない基礎部（アン

カーボルト）については，竜巻襲来時に永

久変形を生じさせないために，弾性状態に

留める設計とすることとする。 

車両型の固縛対象設備については，適切

な余長を持たせて固縛することにより，耐

震設計に影響を与えることがない設計とす

る。 

固縛対象設備のうち，可搬型の設備につ

いては，重大事故等発生時の初動対応時間

を確保するために，固縛装置の設置箇所数

を可能な限り少なくすることで，機動性を

確保する設計とする。 
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4. 環境条件等 

(1)環境条件 

a.常設重大事故等対処設備 

森林火災に対して常設重大事故等対処設

備は，「Ｖ－１－１－１－３ 外部火災へ

の配慮に関する説明書」にて設定する輻射

強度を考慮し，防火帯の内側に設置するこ

とにより，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。また，森林火

災からの輻射強度の影響を考慮した場合

においても，離隔距離の確保等により，常

設重大事故等対処設備の重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 
 
4. 環境条件等 

(1)環境条件 

b．可搬型重大事故等対処設備 

森林火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は，「Ｖ－１－１－１－３ 外部火災

への配慮に関する説明書」にて設定する輻

射強度を考慮し，防火帯の内側に保管する

ことにより，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。また，森林

火災からの輻射強度の影響を考慮した場

合においても，離隔距離の確保等により，

可搬型重大事故等対処設備の重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

1. 概要 

2.1 基本方針 

2. 設計の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 外部火災への考慮 

2.3.1 外部火災防護に関する基本方針 

重大事故等対処設備は，想定される外部火

災において， も厳しい火災が発生した場合

においても，防火帯の設置，離隔距離の確保

及び建屋による防護等により，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

Ⅴ-1-1-2-5-1 外部火災への配慮に関する基

本方針 

1. 概要 

2.外部火災防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

2.2 適用規格及び適用基準 

 

1. 概要 

本資料は，発電用原子炉施設の外部火災防

護設計が「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」（以下「技術基

準規則」という。）第 7 条及びその「実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）

に適合することを説明し，技術基準規則第54

条及びその解釈に規定される「重大事故等対

処設備」を踏まえた重大事故等対処設備への

配慮についても説明するものである。 

 

2. 外部火災防護に関する基本方針  

2.1 基本方針 

発電用原子炉施設の外部火災防護設計は，

外部事象防護対象施設について外部火災に

より安全機能を損なわないこと及び安全性

を損なうおそれがある場合は防護措置その

他の適切な措置を講じなければならないこ

と，重大事故等対処設備については外部火災

により重大事故等時に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないことを目

的とし，技術基準規則に適合するように設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社において，外部事

象防護対象施設は「Ⅴ

－１－１－１－３ 外

部火災への配慮に関す

る説明書」にて示すこ

ととしているため，記

載による差異はない。

(以降同様) 
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その上で，外部火災により発生する火炎及

び輻射熱からの直接的影響並びにばい煙及

び有毒ガスの二次的影響によって重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

する。 

外部事象防護対象施設は，防火帯の設置，

建屋による防護，離隔距離の確保による防護

を行うことで，安全機能を損なわない設計と

する。 

 

外部火災の影響については，保安規定に

定期的な評価の実施を定めることにより評

価する。 

 

 

 

想定される外部火災において，火災・爆

発源を発電所敷地内及び敷地外に設定し，

外部事象防護対象施設に係る温度や距離を

算出し，これらによる影響評価を行い，

も厳しい火災・爆発が発生した場合におい

ても安全機能を損なわない設計とする。 

 

外部火災による二次的影響（ばい煙），

外部火災起因を含む有毒ガスの影響，爆発

による飛来物の影響についても評価を行

い，外部事象防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「2.3.1.3  外部火災

から防護すべき施設の

設計方針」の「(8) 

必要な機能を損なわな

いための運用上の措

置」で記載する。 

 

「2.3.1.2 外部火災

に係る事象の設定」で

記載する。 

 

 

 

 

当社では，燃料輸送車

両の爆発による飛来物

が懸念されるが，公道

からの離隔距離があ

り，大きな破片が飛来

することは考えにく

く，重大事故等対処設

備を収納する建屋等は

航空機防護を考慮した

設計としており，施設

が破損することは考え
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所敷地内の火災・爆発源としては，

森林火災，発電所敷地内に設置する屋外の

危険物タンク，危険物貯蔵所，常時危険物

を貯蔵する一般取扱所，危険物を搭載した

車両及び危険物を内包する貯蔵設備以外の

設備（以下「危険物貯蔵施設等」とい

う。）の火災・爆発，航空機墜落による火

災及び発電所敷地内に設置する危険物貯蔵

施設等の火災と航空機墜落による火災が同

時に発生した場合の重畳火災を想定する。 

 

発電所敷地外又はその周辺で想定される

発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原

因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。）とし

て想定される発電所敷地外の火災・爆発源

としては，近隣の産業施設の火災・爆発，

発電所近くを通る燃料輸送車両の火災・爆

発及び発電所近くを航行する船舶の火災・

爆発を想定する。 

 

建屋内に設置する外部事象防護対象施設

は，建屋にて防護することから建屋の評価

を行い，屋外の外部事象防護対象施設は，

にくいことから対象外

としている。 

「2.3.1.2 外部火災

に係る事象の設定」で

記載する。 

 

「2.3.1.2 外部火災

に係る事象の設定」で

記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「2.3.1.2 外部火災

に係る事象の設定」で

記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

「2.3.5 重大事故等

対処設備の評価方針」

で記載する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 175 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1 外部火災防護に対する設計方針 

 

外部火災から防護する重大事故等対処設

備としては，重大事故等時にその機能を期待

する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出す

る観点から，重大事故等対処設備を保管又は

設置する構築物，系統及び機器を対象とす

る。重大事故等対処設備及びそれらを収納す

る建屋等は，外部火災の直接的影響及び二次

的影響に対し，機械的強度を有すること等に

より，重大事故等対処設備の重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

当該施設を評価する。 

評価結果が満足しない場合は，防護措置

として適切な処置を講じるものとする。 

 

津波防護施設は，森林火災から広範囲に

影響を受ける可能性がある防潮堤の各部位

（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁及び止水

ジョイント部）及び防潮扉について森林火

災の評価を行う。また，津波防護施設の近

くで発生する可燃物物品の火災は．影響範

囲が局所的であることから，消火活動及び

補修による処置を講じるものとする。 

 

外部火災評価においては，発電所に も厳

しい火災・爆発が発生した場合を想定し，評

価を行う。 

 

2.1.1   外部火災より防護すべき施設  

 

外部火災より防護すべき施設は，添付書類

「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する

自然現象等による損傷の防止に関する基本

方針」の「2.3 外部からの衝撃より防護すべ

き施設」に従い，外部事象防護対象施設及び

重大事故等対処設備とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設で

は，津波防護施設はな

いことから，記載が異

なる。 

 

 

 

 

 

「2.3.1.1 外部火災

防護に対する設計方

針」で記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「機械的強度を有する

こと等」は，

「2.3.1.3  外部火災

から防護すべき施設の

設計方針」の各事象の

設計方針に記載する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 176 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外部火災から防護する重大事故等対処設

備は，建屋等内の重大事故等対処設備，屋外

の重大事故等対処設備及び建屋等内の施設

で外気を取り込む重大事故等対処設備に分

類される。また，外部火災の影響について評

価を行う施設としては重大事故等対処設備

を収納する建屋等，屋外の重大事故等対処設

備及び建屋等内の施設で外気を取り込む重

大事故等対処設備がある。 

 

また，重大事故等対処設備及びそれらを収

納する建屋等に波及的影響を及ぼして重大

事故等への対処に必要な機能を損なわせる

おそれがある施設の影響を考慮した設計と

する。 

 

 

 

内的事象を要因とする重大事故等へ対処

する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と

兼用する常設重大事故等対処設備は，外部火

災に対して機能を維持すること，若しくは外

部火災による損傷を考慮して代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間での修理を行うこと，モニタリング

ポスト及びダストモニタに対し事前散水に

より延焼防止を図ること又はそれらを適切

に組み合わせることにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【183/448 から】 

2.1.2   外部火災より防護すべき施設の

設計方針  

外部事象防護対象施設以外の設計基準

対象施設については，その火災による損傷

を考慮して代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間での

修復等の対応を行うこと又はそれらを適

切に組み合わせることで，安全機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設で

は，モニタリングポス

トの事前散水による防

護が必要になるため明

記した。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 177 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

また，上記の重大事故等対処設備に対する

損傷を考慮して代替設備により必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期間での

修理を行うこと及びモニタリングポスト及

びダストモニタに対し事前散水により延焼

防止を図ることを保安規定に定めて，管理す

る。 

 

 

重大事故等対処設備及びそれらを収納す

る建屋等が外部火災に対し，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわないことを確認

するため，MOX 燃料加工施設に も厳しい火

災及び爆発が発生した場合を想定し，外部火

災影響評価を行う。 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備については，設備影響に加えてアクセス

性，運搬性も考慮し，保管場所周辺の植生も

考慮したうえで可搬型重大事故等対処設備

の重大事故等への対処に必要な機能を損な

わないこと，重大事故等対処設備にアクセス

でき，かつ，運搬が可能であることの外部火

災影響評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【175/448 から】 

2.1  基本方針 

外部火災評価においては，発電所に も

厳しい火災・爆発が発生した場合を想定

し，評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称等の差異であ

り，新たな論点が生じ

るものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 178 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2 外部火災に係る事象の設定 

外部火災に係る事象は，「Ⅴ－１－１－１

－３－１ 外部火災への配慮に関する基本

方針」の「2.1.2 外部火災に係る事象の設

定」に基づき設定する。その場合において「近

隣の産業施設」を「近隣工場等」に，「外部火

災防護対象施設」及び「安全機能を有する施

設」を「重大事故等対処設備」に，「安全機

能」を「重大事故等への対処に必要な機能」

に読み替えて適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【184/448 から】 

2.1.2   外部火災より防護すべき施設の

設計方針  

外部火災より防護すべき施設のうち，外

部火災の影響について評価を行う施設（以

下「外部火災の影響を考慮する施設」とい

う。）の選定については，添付書類「Ⅴ-1-

1-2-5-2 外部火災の影響を考慮する施設

の選定」に示す。 

 

 

【174/448 から】 

2.1  基本方針 

発電所敷地内の火災・爆発源としては，

森林火災，発電所敷地内に設置する屋外

の危険物タンク，危険物貯蔵所，常時危険

物を貯蔵する一般取扱所，危険物を搭載

した車両及び危険物を内包する貯蔵設備

以外の設備（以下「危険物貯蔵施設等」と

いう。）の火災・爆発，航空機墜落による

火災及び発電所敷地内に設置する危険物

貯蔵施設等の火災と航空機墜落による火

災が同時に発生した場合の重畳火災を想

定する。 

発電所敷地外又はその周辺で想定され

る発電用原子炉施設の安全性を損なわせ

る原因となるおそれがある事象であって

人為によるもの（故意によるものを除

く。）として想定される発電所敷地外の火

災・爆発源としては，近隣の産業施設の火

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成の差異による

ものであるため，記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い。（以降同様） 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 179 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 環境条件等 

(1)環境条件 

a.常設重大事故等対処設備 

具体的には，常設重大事故等対処設備を収

納する建屋等及び屋外の常設重大事故等

対処設備は，森林火災からの輻射強度の影

響に対し，建屋等又は屋外の常設重大事故

等対処設備の表面温度が許容温度となる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3  外部火災から防護すべき重大事故

等対処設備の設計方針 

 

(1) 森林火災に対する設計方針 

外部火災から防護する重大事故等対処設

備は，森林火災に対して「Ⅴ－１－１－１－

３－１ 外部火災への配慮に関する基本方

針」の「2.1.3  外部火災から防護すべき施

設の設計方針」の「(1) 森林火災に対する

 

【173/448 から】 

2.1  基本方針 

想定される外部火災において，火災・爆

発源を発電所敷地内及び敷地外に設定し，

外部事象防護対象施設に係る温度や距離

を算出し，これらによる影響評価を行い，

も厳しい火災・爆発が発生した場合にお

いても安全機能を損なわない設計とする。 

 

【173/448 から】 

2.1  基本方針 

外部火災による二次的影響（ばい煙），

外部火災起因を含む有毒ガスの影響，爆発

による飛来物の影響についても評価を行

い，外部事象防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。 

 

 

2.1.2   外部火災より防護すべき施設の設

計方針  

 

(1) 外部事象防護対象施設の設計方針 

 

 

 

 

 

災・爆発，発電所近くを通る燃料輸送車両

の火災・爆発及び発電所近くを航行する

船舶の火災・爆発を想定する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 180 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

危険距離を算出し，その危険距離を上回る

離隔距離を確保する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 環境条件等 

(1)環境条件 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

具体的には，可搬型重大事故等対処設備を

収納する建屋等及び屋外の可搬型重大事

故等対処設備は，森林火災からの輻射強度

設計方針」に基づく設計とする。その場合に

おいて「建屋」を「建屋等」に，「外部火災防

護対象施設」を「重大事故等対処設備」に，

「安全機能」を「重大事故等への対処に必要

な機能」に，「近隣の産業施設」を「近隣工場

等」に読み替えて適用する。 

 

屋外に設置する常設重大事故等対処設備

は，防火帯の外縁(火炎側)から危険距離を上

回る離隔距離を確保することで，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，防火帯の内側に保管し，保管場所近傍

の防火帯外縁における火災を想定した輻射

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【184/448 から】 

2.1.2(1) 外部事象防護対象施設の設計方

針 

森林火災については，延焼防止を目的と

して，設置（変更）許可を受けた防火帯(約

23 m)を敷地内に設ける設計とし，防火帯

は延焼防止効果を損なわない設計とする

ため，防火帯に可燃物を含む機器等を設置

する場合は必要 小限とする。また，防火

帯をより有効に機能させるため，熱感知カ

メラ及び警報による早期の火災覚知，防火

帯近傍への消火栓の設置等の対策を講じ，

防火帯付近の予防散水活動（飛び火を抑制

する効果を期待）を行うものとする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 181 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

の影響に対し，建屋等又は屋外の可搬型重

大事故等対処設備の表面温度が許容温度

となる危険距離を算出し，その危険距離を

上回る離隔距離を確保等する。また，可搬

型重大事故等対処設備を収納する建屋等

は，近隣工場等の火災，爆発に対し，危険

距離を算出し，その危険距離を上回る離隔

距離が確保されていることを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

強度を算出し，可搬型重大事故等対処設備の

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計及びアクセスが可能であり，かつ，

運搬が可能な輻射強度以下となる場所に保

管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林火災については，外部事象防護対象施

設を内包する建屋（垂直外壁面及び天井スラ

ブから選定した，火災の輻射に対して も厳

しい箇所）の表面温度が許容温度（200 ℃）

となる危険距離及び屋外の外部事象防護対

象施設の温度が許容温度（主排気筒の表面温

度及び放水路ゲート駆動装置外殻の表面温

度 325 ℃，非常用ディーゼル発電機及び高

【185/448 から】 

2.1.2(1) 外部事象防護対象施設の設計方

針 

また，設置（変更）許可を受けた発火点

１～７について，火炎継続時間等を考慮し

た発火点毎の評価の結果， も熱影響が厳

しくなる発火点は，燃焼継続時間を用いる

評価で発火点５，燃焼継続時間を用いない

評価で発火点３であることを特定した。こ

のため，危険距離の算出で用いる，防火帯

の外縁（火炎側）付近における火炎輻射強

度については，燃焼継続時間を用いる建屋

評価では発火点５の 444 kW/m2を，燃焼継

続時間を用いないその他評価では発火点

３の 442 kW/m2を用いる。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 182 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下

「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）」という。）

の流入空気温度 53 ℃並びに残留熱除去系海

水系ポンプの冷却空気温度 70 ℃並びに非常

用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポ

ンプ（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水ポンプ」という。）の冷却空気温度

60 ℃）となる危険距離を算出し，その危険

距離を上回る離隔距離を確保する設計とす

る。 

 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設

等の火災及び航空機墜落による火災につい

ては，火災源ごとに輻射強度，燃焼継続時間

等を求め，外部事象防護対象施設を内包する

建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選定し

た，火災の輻射に対して も厳しい箇所）の

表面温度及び屋外の外部事象防護対象施設

の温度を算出し，許容温度を満足する設計と

する。ただし，津波の流入を防ぐための閉止

機能を有している放水路ゲートについては，

航空機落下を起因として津波が発生するこ

とはないこと及び放水路ゲートは大量の放

射性物質を蓄えておらず，原子炉の安全停止

（炉心冷却を含む。）機能を有していないた

め，航空機落下確率を算出する標的面積とし

て抽出しないことから，航空機墜落による火
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 183 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災評価は実施しない。また，排気筒モニタに

ついては，安全上支障のない期間に補修等の

対応を行うことで，安全機能を損なわない設

計とする。 

 

また，発電所敷地内において，燃料補充用

のタンクローリ火災が発生した場合の影響

については，燃料補充時は監視人が立会を実

施することを保安規定に定めて管理し，万一

の火災発生時は速やかに消火活動が可能で

ある体制であることから，外部事象防護対象

施設への影響を与えることはない。 

 

外部事象防護対象施設以外の設計基準対

象施設については，その火災による損傷を考

慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間での修復等の

対応を行うこと又はそれらを適切に組み合

わせることで，安全機能を損なわない設計と

する。 

 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設

等の爆発については，ガス爆発の爆風圧が

0.01MPa となる危険限界距離を算出し，その

危険限界距離を上回る離隔距離を確保する

設計とする。 

 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設

等の火災と航空機墜落による火災が同時に

発生した場合の重畳火災については，外部事
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 184 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

象防護対象施設を内包する建屋（垂直外壁面

及び天井スラブから選定した，火災の輻射に

対して も厳しい箇所）の表面温度及び屋外

の外部事象防護対象施設の温度を算出し，許

容温度を満足する設計とする。 

 

外部事象防護対象施設等が外部火災に対

して十分な健全性を有することを確認する

ための評価に用いる許容温度の設定根拠は，

添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-4 外部火災防護に関

する許容温度設定根拠」に示す。 

 

外部火災より防護すべき施設のうち，外部

火災の影響について評価を行う施設（以下

「外部火災の影響を考慮する施設」という。）

の選定については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-2 

外部火災の影響を考慮する施設の選定」に示

す。 

 

森林火災については，延焼防止を目的とし

て，設置（変更）許可を受けた防火帯(約 23m)

を敷地内に設ける設計とし，防火帯は延焼防

止効果を損なわない設計とするため，防火帯

に可燃物を含む機器等を設置する場合は必

要 小限とする。また，防火帯をより有効に

機能させるため，熱感知カメラ及び警報によ

る早期の火災覚知，防火帯近傍への消火栓の

設置等の対策を講じ，防火帯付近の予防散水

活動（飛び火を抑制する効果を期待）を行う

ものとする。また，設置（変更）許可を受け
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 185 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 環境条件等 

(1)環境条件 

a.常設重大事故等対処設備 

また，常設重大事故等対処設備を収納する

建屋等は，近隣工場等の火災，爆発に対し，

危険距離を算出し，その危険距離を上回る

離隔距離が確保されていることを確認す

る。 
 
4. 環境条件等 

(1)環境条件 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

また，可搬型重大事故等対処設備を収納す

る建屋等は，近隣工場等の火災，爆発に対

し，危険距離を算出し，その危険距離を上

回る離隔距離が確保されていることを確

認する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 近隣工場等の火災及び爆発に対する設

計方針 

外部火災から防護する重大事故等対処設

備は，近隣工場等の火災及び爆発に対して

「Ⅴ－１－１－１－３－１ 外部火災への

配慮に関する基本方針」の「2.1.3  外部火

災から防護すべき施設の設計方針」の「(2) 

近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設

計方針」に基づく設計とする。その場合にお

いて「近隣の産業施設」を「近隣工場等」に，

「建屋」を「建屋等」に，「外部火災防護対象

施設」を「重大事故等対処設備」に，「安全機

能」を「重大事故等への対処に必要な機能」

に読み替えて適用する。 

 

 

 

 

た発火点１～７について，火炎継続時間等を

考慮した発火点毎の評価の結果， も熱影響

が厳しくなる発火点は，燃焼継続時間を用い

る評価で発火点５，燃焼継続時間を用いない

評価で発火点３であることを特定した。この

ため，危険距離の算出で用いる，防火帯の外

縁（火炎側）付近における火炎輻射強度につ

いては，燃焼継続時間を用いる建屋評価では

発火点５の 444kW/m2を，燃焼継続時間を用い

ないその他評価では発火点３の 442kW/m2 を

用いる。 

 

 

 

発電所敷地外の火災である近隣の産業施設

の火災については，発電所敷地外10 km以内

に石油コンビナートは存在しないため，外

部事象防護対象施設の安全機能を損なうお

それがない。また，発電所敷地外半径10 km

以内の産業施設，燃料輸送車両及び発電所

近くを航行する船舶の火災については，火

災源ごとに輻射強度，燃焼継続時間等を求

め，外部事象防護対象施設を内包する建屋

（垂直外壁面及び天井スラブから選定し

た，火災の輻射に対して も厳しい箇所）

の表面温度が許容温度となる危険距離及び

屋外の外部事象防護対象施設の温度が許容

温度となる危険距離を算出し，その危険距

離を上回る離隔距離を確保する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地上の想定火災の差

異による評価条件の差

異。当社は敷地外の産

業施設の火災として，

備蓄基地火災を も厳

しい火災として想定し

ている。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 186 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 石油備蓄基地火災に対する設計方針 

外部火災から防護する重大事故等対処設

備は，石油備蓄基地火災に対して「Ⅴ－１－

１－１－３－１ 外部火災への配慮に関す

 

発電所敷地外半径10 km以内の産業施設，燃

料輸送車両及び発電所近くを航行する船舶

の爆発については，ガス爆発の爆風圧が

0.01 MPaとなる危険限界距離を算出し，そ

の危険限界距離を上回る離隔距離を確保す

る設計とする。また，ガス爆発による容器

破損時に破片の 大飛散距離を算出し，

大飛散距離を上回る離隔距離を確保する設

計，又は飛来物の衝突時においても，外部

事象防護対象施設が安全機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

【183/448から】 

2.1.2(1) 外部事象防護対象施設の設計方

針 

また，発電所敷地内において，燃料補充

用のタンクローリ火災が発生した場合の

影響については，燃料補充時は監視人が立

会を実施することを保安規定に定めて管

理し，万一の火災発生時は速やかに消火活

動が可能である体制であることから，外部

事象防護対象施設への影響を与えること

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地上の想定火災の差

異による評価条件の差

異。当社は敷地外の産
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 187 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る基本方針」の「2.1.3  外部火災から防護

すべき施設の設計方針」の「(2) a. 石油備

蓄基地火災に対する設計方針」に基づく設計

とする。その場合において「外部火災防護対

象施設」を「重大事故等対処設備」に，「建

屋」を「建屋等」に，「安全機能」を「重大事

故等への対処に必要な機能」に読み替えて適

用する。 

 

屋外の常設重大事故等対処設備について

は，輻射強度に基づき算出した施設の温度

を屋外の常設重大事故等対処設備の許容温

度以下とすることで，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，石油備蓄基地火災による輻射強度を

算出し，可搬型重大事故等対処設備の重大

事故等に対処するために必要な機能を損な

わない設計及びアクセスが可能であり，か

つ，運搬が可能な輻射強度以下となる場所

に保管する設計とする。また，輻射強度の

影響が大きい場合には設備の移動等により

重大事故等に対処するために必要な機能を

損なわないための運用を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業施設の火災として，

備蓄基地火災を も厳

しい火災として想定し

ている。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 188 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳

に対する設計方針 

外部火災から防護する重大事故等対処設

備は，石油備蓄基地火災及び森林火災の重

畳に対して「Ⅴ－１－１－１－３－１ 外

部火災への配慮に関する基本方針」の

「2.1.3  外部火災から防護すべき施設の設

計方針」の「(2) b. 石油備蓄基地火災及

び森林火災の重畳に対する設計方針」に基

づく設計とする。その場合において「外部

火災防護対象施設」を「重大事故等対処設

備」に，「建屋」を「建屋等」に，「安全機

能」を「重大事故等への対処に必要な機

能」に読み替えて適用する。 

 

屋外の常設重大事故等対処設備について

は，石油備蓄基地火災及び森林火災の輻射

強度に基づき施設の温度を算出し，屋外の

常設重大事故等対処設備の許容温度以下と

することで，重大事故等対処設備の重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，石油備蓄基地火災及び森林火災によ

る輻射強度を算出し，可搬型重大事故等対

処設備の重大事故等に対処するために必要

な機能を損なわない設計及びアクセスが可

能であり，かつ，運搬が可能な輻射強度以

下となる場所に保管する設計とする。ま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地上の想定火災の差

異による評価条件の差

異。当社は敷地外の産

業施設の火災として，

備蓄基地火災を も厳

しい火災として想定し

ている。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 189 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た，輻射強度の影響が大きい場合には設備

の移動等により重大事故等への対処に必要

な機能を損なわないための運用を定める。 

 

 

c. 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び

爆発に対する設計方針 

外部火災から防護する重大事故等対処設

備は，敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及

び爆発に対して「Ⅴ－１－１－１－３－１ 

外部火災への配慮に関する基本方針」の

「2.1.3  外部火災から防護すべき施設の設

計方針」の「(2) c. 敷地内の危険物貯蔵

施設等の火災及び爆発に対する設計方針」

に基づく設計とする。その場合において

「外部火災防護対象施設」を「重大事故等

対処設備」に，「建屋」を「建屋等」に，

「安全機能」を「重大事故等への対処に必

要な機能」に読み替えて適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【182/448 から】 

2.1.2(1) 外部事象防護対象施設の設計方

針 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施

設等の火災及び航空機墜落による火災に

ついては，火災源ごとに輻射強度，燃焼継

続時間等を求め，外部事象防護対象施設を

内包する建屋（垂直外壁面及び天井スラブ

から選定した，火災の輻射に対して も厳

しい箇所）の表面温度及び屋外の外部事象

防護対象施設の温度を算出し，許容温度を

満足する設計とする。ただし，津波の流入

を防ぐための閉止機能を有している放水

路ゲートについては，航空機落下を起因と

して津波が発生することはないこと及び

放水路ゲートは大量の放射性物質を蓄え

ておらず，原子炉の安全停止（炉心冷却を

含む。）機能を有していないため，航空機

落下確率を算出する標的面積として抽出

しないことから，航空機墜落による火災評

価は実施しない。また，排気筒モニタにつ

いては，安全上支障のない期間に補修等の

対応を行うことで，安全機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空機墜落による火災

については，「2.3.1.3 

(3)  航空機墜落によ

る火災に対する設計方

針」で記載する。 

 

 

 

MOX燃料加工施設には

津波防止設備はないこ

とから記載が異なるも

のであり，新たな論点

が生じるものではな

い。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 190 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

屋外の常設重大事故等対処設備について

は，敷地内の危険物貯蔵施設ごとに輻射強

度に基づき施設の温度を算出し，屋外の常

設重大事故等対処設備の許容温度以下とす

ることで，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備については，敷地内の危険物貯蔵施設ご

とに輻射強度を算出し，可搬型重大事故等

対処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能を損なわない設計及びアクセスが

可能であり，かつ，運搬が可能な輻射強度

以下となる場所に保管する設計とする。 

 

(3) 航空機墜落による火災に対する設計方

針 

外部火災から防護する重大事故等対処設

備は，航空機墜落による火災に対して「Ⅴ－

１－１－１－３－１ 外部火災への配慮に

関する基本方針」の「2.1.3  外部火災から

防護すべき施設の設計方針」の「(3) 航空

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【183/448 から】 

2.1.2(1) 外部事象防護対象施設の設計方

針 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施

設等の爆発については，ガス爆発の爆風圧

が 0.01MPa となる危険限界距離を算出し，

その危険限界距離を上回る離隔距離を確

保する設計とする。 

 

【182/448 から】 

2.1.2(1) 外部事象防護対象施設の設計方

針 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施

設等の火災及び航空機墜落による火災に

ついては，火災源ごとに輻射強度，燃焼継

続時間等を求め，外部事象防護対象施設

を内包する建屋（垂直外壁面及び天井ス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空機墜落地点の設定

については発電炉と当

社で考え方が異なり，

当社は建屋外壁の施設

への影響が厳しい地点
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 191 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機墜落による火災に対する設計方針」に基づ

く設計とする。その場合において「外部火災

防護対象施設」を「重大事故等対処設備」に，

「安全機能」を「重大事故等への対処に必要

な機能」に，「外部火災防護対象施設を収納

する燃料加工建屋」を「重大事故等対処設備

を収納する建屋」に読み替えて適用する。 

 

第 1 保管庫・貯水所及び第 2保管庫・貯水

所については，位置的分散を考慮した配置と

することにより，設計基準事故に対処する設

備の安全機能と同時に重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた燃料加工建屋，緊急時対策建屋，再処

理施設の制御建屋及び洞道内に保管し，か

つ，設計基準事故に対処するための設備の安

全機能又は常設重大事故等対処設備の重大

事故等に対処するために必要な機能と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう，

設計基準事故に対処するための設備又は常

設重大事故等対処設備を設置する場所と異

なる場所に保管する設計とする。 

 

(4) 航空機墜落による火災と敷地内の危険

物貯蔵施設等の火災及び爆発の重畳に対す

る設計方針 

外部火災から防護する重大事故等対処設

 

 

 

 

 

 

 

 

ラブから選定した，火災の輻射に対して

も厳しい箇所）の表面温度及び屋外の

外部事象防護対象施設の温度を算出し，

許容温度を満足する設計とする。ただし，

津波の流入を防ぐための閉止機能を有し

ている放水路ゲートについては，航空機

落下を起因として津波が発生することは

ないこと及び放水路ゲートは大量の放射

性物質を蓄えておらず，原子炉の安全停

止（炉心冷却を含む。）機能を有していな

いため，航空機落下確率を算出する標的

面積として抽出しないことから，航空機

墜落による火災評価は実施しない。また，

排気筒モニタについては，安全上支障の

ない期間に補修等の対応を行うことで，

安全機能を損なわない設計とする。 

【183/448 から】 

2.1.2(1) 外部事象防護対象施設の設計方

針 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設

等の火災と航空機墜落による火災が同時

に発生した場合の重畳火災については，

としている。 

 

MOX 燃料加工施設には

津波防止設備はないこ

とから記載が異なるも

のであり，新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋直近を想定する航

空機墜落による火災に

より，火災は包絡され

ることから，記載が異
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 192 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備は，航空機墜落による火災と敷地内の危険

物貯蔵施設等の火災及び爆発の重畳に対し

て「Ⅴ－１－１－１－３－１ 外部火災への

配慮に関する基本方針」の「2.1.3  外部火

災から防護すべき施設の設計方針」の「(4) 

航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯

蔵施設等の火災及び爆発の重畳に対する設

計方針」に基づく設計とする。その場合にお

いて「外部火災防護対象施設」を「重大事故

等対処設備」に，「外部火災防護対象施設を

収納する建屋」を「重大事故等対処設備を収

納する建屋」に，「安全機能」を「重大事故等

への対処に必要な機能」に読み替えて適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 保管庫・貯水所及び第 2保管庫・貯水

所については，位置的分散を考慮した配置と

することにより，設計基準事故に対処する設

備の安全機能と同時に重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた燃料加工建屋，緊急時対策建屋，再処

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部事象防護対象施設を内包する建屋

（垂直外壁面及び天井スラブから選定し

た，火災の輻射に対して も厳しい箇所）

の表面温度及び屋外の外部事象防護対象

施設の温度を算出し，許容温度を満足す

る設計とする。 

【183/448 から】 

2.1.2(1) 外部事象防護対象施設の設計方

針 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設

等の爆発については，ガス爆発の爆風圧

が 0.01MPa となる危険限界距離を算出し，

その危険限界距離を上回る離隔距離を確

保する設計とする。 

なるものであり，新た

な論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 193 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理施設の制御建屋及び洞道内に保管し，か

つ，設計基準事故に対処するための設備の安

全機能又は常設重大事故等対処設備の重大

事故等に対処するために必要な機能と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう，

設計基準事故に対処するための設備又は常

設重大事故等対処設備を設置する場所と異

なる場所に保管する設計とする。 

 

 

(5) MOX 燃料加工施設の危険物貯蔵施設等

への火災及び爆発に対する設計方針 

外部火災から防護する重大事故等対処設

備は，危険物貯蔵施設等の火災及び爆発の重

畳に対して「Ⅴ－１－１－１－３－１ 外部

火災への配慮に関する基本方針」の「2.1.3 

外部火災から防護すべき施設の設計方針」の

「(5) MOX 燃料加工施設の危険物貯蔵施設

等への火災及び爆発に対する設計方針」に基

づく設計とする。その場合において「近隣の

産業施設」を「近隣工場等」に，「外部火災防

護対象施設」を「重大事故等対処設備」に，

「建屋」を「建屋等」に読み替えて適用する。 

 

 

(6) 外部火災の影響を考慮する重大事故等

対処設備及びそれらを収納する建屋等の許

容温度 

重大事故等対処設備及びそれらを収納す

る建屋等が外部火災に対して十分な健全性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険物等貯蔵施設自体

の熱評価は事業(変更)

許可を踏まえた当社固

有の設計上の考慮であ

る。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 194 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を有することを確認するための評価に用い

る許容温度の設定根拠は「Ⅴ－１－１－１－

３－３ 外部火災への配慮が必要な施設の

設計方針及び評価方針」に示す。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備については保管場所における輻射強度

1.6kw/m2＊以下となることを確認すること

で，外部火災に対して十分な健全性を有する

こと，アクセス可能であり，かつ運搬可能で

あることを確認する。 

＊人が長時間さらされても苦痛を感じない

輻射強度（「石油コンビナート防災アセスメ

ント指針」による） 

 

 

(7) 外部火災の二次的影響に対する設計方

針 

a. ばい煙の影響に対する設計方針 

外部火災から防護する重大事故等対処設

備は，ばい煙の影響に対して「Ⅴ－１－１－

１－３－１ 外部火災への配慮に関する基

本方針」の「2.1.3  外部火災から防護すべ

き施設の設計方針」の「(7) a. ばい煙の影

響に対する設計方針」に基づく設計とする。

その場合において「外部火災防護対象施設」

を「重大事故等対処設備」に，「安全機能」を

「重大事故等への対処に必要な機能」に読み

替えて適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部火災による二次的影響（ばい煙）によ

る影響については，侵入を防止するため適切

な防護対策を講じることで，外部事象防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

【184/448 から】 

2.1.2(1) 外部事象防護対象施設の設計方

針 

外部事象防護対象施設等が外部火災に

対して十分な健全性を有することを確認

するための評価に用いる許容温度の設定

根拠は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-4 外部火

災防護に関する許容温度設定根拠」に示

す。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 195 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部火災を起因とするばい煙の発生によ

り外気を取り込む空調系統（室内の空気を取

り込む機器を含む。）へのばい煙の侵入を防

止するため，フィルタを設置する設計とす

る。 

 

外気を直接設備内に取り込む屋内設置機器

（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）に対しては，

ばい煙の侵入を防止するため，フィルタを設

置する設計，又はばい煙が侵入したとしても

機器の損傷，閉塞を防止するため，ばい煙が

流路に溜まりにくい構造とする設計とする。 

 

 

外気を取り込む屋外設置機器（残留熱除去系

海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水ポンプ）に対しては，ばい煙の

侵入による機器の損傷を防止するため，機器

本体を全閉構造とする設計，又はばい煙が侵

入したとしても機器の損傷，閉塞を防止する

ため，ばい煙が流路に溜まりにくい構造とす

る設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 196 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
4. 環境条件等 

(1)環境条件 

また，人為事象のうち，有毒ガスとして想

定される六ケ所ウラン濃縮工場から漏え

いする有毒ガスについては重大事故等対

処設備に対して影響を及ぼすことはない

ことから考慮は不要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b. 有毒ガスの影響に対する設計方針 

重大事故等対処設備は，二次的影響(有毒

ガス)によって，重大事故等への対処に必要

な機能が損なわれることはない。 

 

ただし，発生した有毒ガスが居住性の確

保が必要な場所である，中央監視室，制御

第1室，制御第4室及び緊急時対策所(以下

「中央監視室等」という。)に到達するおそ

れがある場合に，運転員に対する影響を想

定し，「Ⅴ－１－１－１－３－１ 外部火災

への配慮に関する基本方針」の「2.1.3  外

部火災から防護すべき施設の設計方針」の

「(7) b. 有毒ガスの影響に対する設計方

針」に示す事項を保安規定に定めて，管理

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 必要な機能を損なわないための運用上

の措置 

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わないための運用上の措置として，「Ⅴ－１

 

外部火災起因を含む有毒ガスが発生した

場合には，室内に滞在する人員の環境劣化を

防止するために設置した外気取入ダンパの

閉止，建屋内の空気を閉回路循環運転させる

ことにより，有毒ガスの侵入を防止する設計

とする。なお，外気取入ダンパの閉止，閉回

路循環運転又は空調ファンの停止による外

気取入れの遮断を保安規定に定めて管理す

る。 

 

主要道路，鉄道路線，定期航路及び石油コ

ンビナート施設は離隔距離を確保すること

で事故等による火災に伴う発電所への有毒

ガスの影響がない設計とする。 

 

なお，ばい煙及び有毒ガスに対する具体的な

設計については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-7 二

次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設

計」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設は全

工程停止の措置を講じ

た上で施設の監視が適

時実施できる運用とす

るため記載が異なる。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 197 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－１－１－３－１ 外部火災への配慮に関

する基本方針」の「2.1.3  外部火災から防

護すべき施設の設計方針」の「(8) 必要な

機能を損なわないための運用上の措置」に示

す事項を保安規定に定めて，管理する。 

なお，再処理施設にて設置され MOX におい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等に係る運用上の措置は，設

備毎の申請に合わせて次回以降の申請で説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等対処設備の設計方針 

屋内の重大事故等対処設備についてはこ

れらを内包する建屋にて防護し，屋外の重大

事故等対処設備については必要な機能を損

なわないよう，位置的分散を図る。具体的な

位置的分散については，添付書類「Ⅴ-1-1-6 

安全設備及び重大事故等対処設備が使用さ

れる条件の下における健全性に関する説明

書」に示す。 

 

2.1.3   津波防護施設の設計方針  

津波防護施設については，発電所を囲むよう

設置しているため，森林火災から広範囲に影

響を受ける可能性があることを踏まえ，森林

火災の 大火炎輻射強度による熱影響を考

慮し，津波防護施設のうち森林火災の影響を

受ける防潮堤の各部位（鋼管杭鉄筋コンクリ

2.1  基本方針 

外部火災の影響については，保安規定に

定期的な評価の実施を定めることにより

評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設には

津波防護施設が無いた

め記載が異なる。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 198 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.4 外部火災から防護する重大事故等

対処設備の評価方針 

 

建屋等内の重大事故等対処設備及び MOX

燃料加工施設の危険物貯蔵施設等について

ート防潮壁及び止水ジョイント部）及び防潮

扉の許容温度となる危険距離を算出し，その

危険距離を上回る離隔距離を確保する設計

とする。危険距離の算出で用いる火炎輻射強

度については，外部事象防護対象施設の評価

と同様に，燃焼継続時間を用いる鋼管杭鉄筋

コンクリート評価では発火点５の 444 kW/m2

を，燃焼継続時間を用いないその他評価では

発火点３の 442 kW/m2 を用いる。 

 

 

なお，津波防護施設と植生の間の離隔距離

を確保するために管理が必要となる隣接事

業所敷地については，隣接事業所との合意文

書に基づき，必要とする植生管理を当社が実

施する。また，保安規定に植生管理（隣接事

業所を含む）により必要となる離隔距離を維

持することを定め管理することで津波防護

施設の機能を維持する設計とする。  

その他の津波防護施設の近くで発生する可

燃物物品の火災は，影響範囲が局所的であ

ることから，消火活動及び補修により防護

する設計とする。 

 

 

2.1.4   外部事象防護対象施設の評価方針 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 199 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

は，「Ⅴ－１－１－１－３－１ 外部火災へ

の配慮に関する基本方針」の「2.1.4 外部

火災防護対象施設の評価方針」に基づき評価

する。その場合において，「建屋」を「建屋

等」に，「外部火災防護対象施設」を「重大事

故等対処設備」に読み替えて適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の重大事故等対処設備や重大事故等

対処設備に波及的影響を及ぼし得る施設は，

当該施設が離隔距離，許容温度以下となるこ

と等を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内に設置する外部事象防護対象施設

は，建屋にて防護することから建屋にて評

価を行い，屋外の外部事象防護対象施設は

当該施設を評価する。 

 

 

 

 

 

 

外部火災影響評価は，火災・爆発源ごとに

危険距離又は危険限界距離を算出し離隔距

離と比較する方法と，建屋表面温度及び屋外

の外部事象防護対象施設の温度（主排気筒の

表面温度，放水路ゲート駆動装置外殻の表面

温度，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）の流入

空気温度，残留熱除去系海水系ポンプの冷却

空気温度及び非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水ポンプの冷却空気温度）を算出し許容

2.1  基本方針 

建屋内に設置する外部事象防護対象施

設は，建屋にて防護することから建屋の評

価を行い，屋外の外部事象防護対象施設

は，当該施設を評価する。 

評価結果が満足しない場合は，防護措置

として適切な処置を講じるものとする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 200 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 

 

 

森林火災をはじめとする火災源及び爆発

源ごとの評価方針は，「Ⅴ－１－１－１－３

－３ 外部火災への配慮が必要な施設の設

計方針及び評価方針」に示す。 

 

森林火災をはじめとする火災源及び爆発

源ごとの評価条件及び評価結果は，「Ⅴ－１

－１－１－３－４ 外部火災防護における

評価結果」に示す。 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.5  準拠規格 

準拠する規格は，「Ⅴ－１－１－１－３－

１ 外部火災への配慮に関する基本方針」の

「2.2  準拠規格」を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

温度と比較する方法を用いる。  

 

 

外部火災における評価方針を添付書類「Ⅴ

-1-1-2-5-3 外部火災防護における評価の基

本方針」に示す。  

 

火災・爆発源ごとの森林火災をはじめとす

る評価方針は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-5 外

部火災防護における評価方針」に示す。 

 

火災・爆発源ごとの森林火災をはじめとす

る評価条件及び評価結果は，添付書類「Ⅴ-

1-1-2-5-6 外部火災防護における評価条件

及び評価結果」に示す。 

 

 

 

2.2  適用規格及び適用基準  

適用する規格としては， 新の規格基準を

含め技術的妥当性及び適用性を示した上で

適用可能とする。 

適用する規格を以下に示す。  

(1) 「原子力発電所の外部火災影響評価ガイ

ド（原規技発第 13061912 号（平成 25 年

6 月 19 日原子力規制委員会制定））」（原

子力規制委員会） 

(2) 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の

重要度分類に関する審査指針」（平成 2年

8月 30 日原子力安全委員会）  
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 201 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 「実用発電用原子炉施設への航空機落下

確率の評価基準について（内規）」（平成

21・06・25 原院第 1号） 

(4) 「石油コンビナートの防災アセスメント

指針」（平成 25 年 3 月 消防庁特殊災害

室）  

(5) 「原田和典，建築火災のメカニズムと火

災安全設計」（平成 19 年 12 月 25 日財団

法人 日本建築センター）  

(6) 「伝熱工学」機械学会（2012 年 7 月 4

日 第 9刷 東京大学出版会） 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 202 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－２ 

 

4. 環境条件等 

(1)環境条件 

a.常設重大事故等対処設備 

森林火災からの輻射強度の影響を考慮す

る常設重大事故等対処設備を収納する建

屋等及び屋外の常設重大事故等対処設備

の選定，要求機能及び性能目標について

は，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故

等対処設備の設計方針」に示し，常設重大

事故等対処設備を収納する建屋等及び屋

外の常設重大事故等対処設備に対する輻

射強度の算出，危険距離の算出等の評価方

針については，「Ｖ－１－１－１－３－３ 

外部火災への配慮が必要な施設の設計方

針及び評価方針」に基づくものとし，離隔

距離の確保に関する評価条件及び評価結

果を「Ｖ－１－１－１－３－４ 外部火災

防護における評価結果」に示す。 

 

 

 

4. 環境条件等 

(1)環境条件 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

森林火災からの輻射強度の影響を考慮す

る可搬型重大事故等対処設備を収納する

建屋等及び屋外の可搬型重大事故等対処

設備の選定，要求機能及び性能目標につい

ては，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事

2.3.2 外部火災の影響を考慮する重大事故

等対処設備の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.1 外部火災の影響を考慮する重大事

故等対処設備の選定の基本方針 

外部火災の影響を考慮する重大事故等対

処設備は，重大事故等対処設備の設計方針を

踏まえて選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

建屋等内の重大事故等対処設備は，建屋等

により外部火災の影響から防護されること

から，重大事故等対処設備を収納する建屋等

を外部火災の影響を考慮する重大事故等対

処設備として選定する。ただし，地下に設置

されている重大事故等対処設備は外部火災

Ⅴ-1-1-2-5-2 外部火災の影響を考慮する施

設の選定 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-1 外部火

災への配慮に関する基本方針」に従い，外

部火災 

の影響を考慮する施設の選定について説明

するものである。 

 

 

 

2. 外部火災の影響を考慮する施設の選定 

 

外部火災の影響を考慮する施設としては，

施設の設置場所，構造を考慮して選定す

る。 

施設の選定にあたっては，外部火災より防

護すべき施設を選定するとともに，外部火

災の二次的影響（ばい煙）又は有毒ガスの

影響を考慮する施設を選定する。 

 

 

 

なお，外部火災の影響を考慮する施設以外

の外部火災影響について，屋内に設置する

施設は，建屋にて防護するため，波及的影

響を考慮する必要はない。屋外に設置する

施設は，その機能が喪失しても外部火災の

影響を考慮する施設へ影響を及ぼす施設は
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 203 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－２ 

故等対処設備の設計方針」に示し，建屋等

及び屋外の可搬型重大事故等対処設備に

対する輻射強度の算出，危険距離の算出等

の評価方針については，「Ｖ－１－１－１

－３－３ 外部火災への配慮が必要な施

設の設計方針及び評価方針」に基づくもの

とし，離隔距離の確保に関する評価条件及

び評価結果を「Ｖ－１－１－１－３－４ 

外部火災防護における評価結果」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

からの熱影響を受けないため，地下階のみに

重大事故等対処設備を収納している建屋は

外部火災の影響を考慮する重大事故等対処

設備の対象としない。 

また，外部火災による影響を考慮し，建屋

等内に収納される重大事故等対処設備のう

ち，外気を取り込む重大事故等対処設備を外

部火災の影響を考慮する重大事故等対処設

備として選定する。 

 

さらに，重大事故等対処設備及びそれらを

収納する建屋等に波及的影響を及ぼし得る

施設として，施設の倒壊等により重大事故等

対処設備及びそれらを収納する建屋等に機

械的影響を及ぼす可能性がある施設又は機

能的影響を及ぼす可能性がある施設を抽出

し，選定する。 

 

なお，内的事象を要因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備は，外

部火災に対して機能を維持すること，若しく

は外部火災による損傷を考慮して代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間での修理を行うこと，モニタリ

ングポスト及びダストモニタに対し事前散

水により延焼防止を図ること又はそれらを

適切に組み合わせることにより，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

ないため，外部火災の影響を考慮する施設

へ波及的影響を及ぼす可能性はない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 204 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 環境条件等 

(1) 環境条件 

a.常設重大事故等対処設備 

(中略) 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，森林火災発生時に消防車による

事前散水による延焼防止を図るとともに

することから，外部火災の影響を考慮する重

大事故等対処設備として選定しない。 

 

なお，再処理施設にて設置され MOX におい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

に合わせて次回以降の申請で説明する。 

 

2.3.2.2 外部火災の影響を考慮する重大事

故等対処設備の選定 

「2.3.2.1 外部火災の影響を考慮する重

大事故等対処設備の選定の基本方針」を踏ま

え，以下のとおり外部火災の影響を考慮する

重大事故等対処設備を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 外部事象防護対象施設の選定 

 

屋内に設置する外部事象防護対象施設

は，建屋にて防護することから，外部事象

防護対象施設の代わりに外部事象防護対象

施設を内包する建屋を外部火災の影響を考

慮する施設として選定する。ただし，外部

火災の熱影響を受けた屋外の外部事象防護

対象施設により影響を受ける屋内の外部事

象防護対象施設は外部火災の影響を考慮す

る施設として選定する。また，屋外の外部

事象防護対象施設は，外部火災の影響によ

り安全性を損なうおそれがあるため，外部

火災の影響を考慮する施設として選定す

る。外部事象防護対象施設以外の施設につ

いては，屋内に設置する施設は，建屋によ

り防護することとし，屋外の外部事象防護

対象施設については，防火帯の内側に設置

すること又は消火活動等により防護する。 

外部火災の影響を考慮する施設を以下に

示す。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

「2.3.2.2 (1) 外部

火災防護対象施設を収

納する建屋」で記載す

る。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 205 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－２ 

代替設備により機能を損なわない設計と

する。消防車による事前散水を含む火災防

護の計画を保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

4. 環境条件等 

(1) 環境条件 

a.常設重大事故等対処設備 

(中略) 

森林火災からの輻射強度の影響を考慮

する常設重大事故等対処設備を収納する

建屋等及び屋外の常設重大事故等対処設

備の選定，要求機能及び性能目標について

は，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故

等対処設備の設計方針」に示し， 

(中略) 

 

 

4. 環境条件等 

(1) 環境条件 

(中略) 

b．可搬型重大事故等対処設備 

(中略) 

森林火災からの輻射強度の影響を考慮

する可搬型重大事故等対処設備を収納す

る建屋等及び屋外の可搬型重大事故等対

処設備の選定，要求機能及び性能目標につ

いては，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大

 

 

 

(1) 重大事故等対処設備を収納する建屋等 

建屋等内の重大事故等対処設備は，建屋等

にて防護されることから，重大事故等対処設

備の代わりに，重大事故等対処設備を収納す

る建屋等を外部火災の影響を考慮する重大

事故等対処設備とする。 

 

 

 

 

 

・燃料加工建屋 

 

なお，再処理施設にて設置され MOX におい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

に合わせて次回以降の申請で説明する。 

 

 

(2) 屋外の常設重大事故等対処設備 

屋外の重大事故等対処設備のうち常設重

大事故等対処設備は，外部火災の影響により

重大事故等への対処に必要な機能を損なう

おそれがあるため，外部火災の影響を考慮す

る重大事故等対処設備として選定する。 

・情報把握収集伝送設備 燃料加工建屋建

屋間伝送用無線装置 

 

 

 

(1) 外部事象防護対象施設を内包する建屋 

 

【204/448 から】 

2.1  外部事象防護対象施設の選定 

屋内に設置する外部事象防護対象施設

は，建屋にて防護することから，外部事

象防護対象施設の代わりに外部事象防護

対象施設を内包する建屋を外部火災の影

響を考慮する施設として選定する。 
 

 

a. タービン建屋 

b. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

c. 排気筒モニタ建屋 

 

 

 

 

 

(2) 屋外の外部事象防護対象施設 

a. 原子炉建屋 

b. 主排気筒 

c. 非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気口

（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

施設の選定結果の差異

は施設の違いによるも

のであり，新たな論点

が生じるものではな

い。 

 
 
 
 
 
 
施設の選定結果の差異

は施設の違いによるも

のであり，新たな論点

が生じるものではな

い。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 206 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－２ 

事故等対処設備の設計方針」に示し， 

(中略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，再処理施設にて設置されMOXにおい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

に合わせて次回以降の申請で説明する。 

 

(3) 屋外の可搬型重大事故等対処設備 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設

備は，外部火災の影響により重大事故等への

対処に必要な機能を損なうおそれがあるた

め，外部火災の影響を考慮する重大事故等対

処設備として選定する。 

・代替グローブボックス排気設備 可搬型

ダクト 

・代替電源設備 燃料加工建屋可搬型発電

機 

・代替通信連絡設備 可搬型通話装置 

・代替通信連絡設備 可搬型トランシーバ

（屋内用） 

・代替通信連絡設備 可搬型トランシーバ

（屋外用） 

 

 

 

 

 

 

なお，再処理施設にて設置されMOXにおい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

吸気口」という。） 

d. 残留熱除去系海水系ポンプ 

e. 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用

海 

水ポンプ（以下「非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を 

含む。）用海水ポンプ」という。） 

f. 排気筒モニタ 

g. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

h. 非常用ディーゼル発電機用海水ストレー

ナ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機 

用海水ストレーナ（以下「非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機を含む。）用海水ストレーナ」とい

う。） 

i. 非常用ディーゼル発電機室ルーフベント

ファン及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発 

電機室ルーフベントファン（以下「非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ 

ィーゼル発電機を含む。）室ルーフベント

ファン」という。） 

j. 非常用ガス処理系排気筒 

k. 放水路ゲート 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 207 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－２ 

に合わせて次回以降の申請で説明する。 

 

(4) 建屋等内の施設で外気を取り込む重大

事故等対処設備 

 

建屋等内に収納される重大事故等対処設

備のうち，外気を取り込む重大事故等対処設

備を外部火災の影響を考慮する重大事故等

対処設備とする。 

 

なお，再処理施設にて設置されMOXにおい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

に合わせて次回以降の申請で説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 外部火災の熱影響を受けた屋外の外部

事象防護対象施設により影響を受ける屋内

の外部事象防護対象施設 

a. 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機（以下「非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）」という。） 

 

 

放水路ゲートについては，津波の流入を

防ぐための閉止機能を有している。航空機

落下を起因として津波が発生することはな

いこと及び放水路ゲートは，大量の放射性

物質を蓄えておらず，原子炉の安全停止

（炉心冷却を含む。）機能を有していない

ため，航空機落下確率を算出する標的面積

として抽出しないことから，航空機墜落に

よる火災評価は実施しない。 

外部火災の影響を考慮する施設のうち排

気筒モニタについては，放射性気体廃棄物

処理施設の破損の検出手段として期待して

いる。外部事象を起因として放射性気体廃

棄物処理施設の破損が発生することはない

が，独立事象としての重畳の可能性を考慮

し，排気筒モニタ建屋も含め，安全上支障

のない期間に補修等の対応を行うことで，

安全性を損なわない設計とするため，評価

は実施しない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 208 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 重大事故等対処設備及びそれらを収納

する建屋等に波及的影響を及ぼし得る施設 

以下の施設を重大事故等対処設備及びそれ

らを収納する建屋等に波及的影響を及ぼし

得る施設として抽出する。 

・機械的影響を及ぼし得る施設 

・機能的影響を及ぼし得る施設 

 

上記以外に外部火災特有の事象として，重

大事故等対処設備及びそれらを収納する建

屋等に接続している又は系統として繋がっ

ている施設から熱が伝わり重大事故等対処

設備及びそれらを収納する建屋等に波及的

影響を及ぼす事象を想定する。重大事故等対

また，他の外部火災の影響を考慮する施

設に比べて火災源からの離隔距離が確保さ

れている非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

吸気口，残留熱除去系海水系ストレーナ，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）室ルーフベントファン，非常用ガス

処理系排気筒については，他の外部火災の

影響を考慮する施設の評価により，安全性

を損なわない設計であることを確認する。 

 

 

【202/448 から】 

2. 外部火災の影響を考慮する施設の選

定  

なお，外部火災の影響を考慮する施設以外

の外部火災影響について，屋内に設置する

施設は，建屋にて防護するため，波及的影

響を考慮する必要はない。屋外に設置する

施設は，その機能が喪失しても外部火災の

影響を考慮する施設へ影響を及ぼす施設

はないため，外部火災の影響を考慮する施

設へ波及的影響を及ぼす可能性はない。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOX 燃料加工施設では

波及的影響を考慮する

施設について考慮不要

な理由も記載すること

とした。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 209 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－２ 

処設備及びそれらを収納する建屋等と接続

している施設として排気モニタリング設備

の排気筒があり，支持部を介してボルトによ

って燃料加工建屋の外壁に固定されている

が，固定部の内壁側は 2階床スラブとなって

いることから，屋内の重大事故等対処設備へ

の熱影響は発生しないため，波及的影響を及

ぼし得る施設にはならない。 

 

a. 機械的影響を及ぼし得る施設 

倒壊又は転倒により重大事故等対処設備

及びそれらを収納する建屋等に機械的影響

を及ぼし得る施設としては，施設高さが低い

施設は倒壊しても重大事故等対処設備及び

それらを収納する建屋等に影響を与えない

ため，当該施設の高さと重大事故等対処設備

及びそれらを収納する建屋等までの 短距

離を比較することにより選定する。 

(a) 倒壊又は転倒により重大事故等対処設

備及びそれらを収納する建屋等に影響を及

ぼし得る施設 

燃料加工建屋の周辺の屋外施設として，以下

の施設がある。 

・エネルギー管理建屋 

・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

・窒素ガス発生装置 

・排気モニタリング設備の排気筒 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 210 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－２ 

 

 

上記施設のうち以下の施設については，当

該高さが重大事故等対処設備及びそれらを

収納する建屋等までの水平距離よりも小さ

いことから，建屋等に対して，倒壊により波

及的影響を及ぼし得る施設にならない。 

・エネルギー管理建屋 

・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

・窒素ガス発生装置 

 

 

一方，排気モニタリング設備の排気筒につ

いては，重大事故等対処設備を収納する建屋

等として選定した燃料加工建屋に隣接する

が以下の観点から，燃料加工建屋そのものが

倒壊するような状況にならなければ転倒す

るおそれがないため，重大事故等対処設備及

びそれらを収納する建屋等に波及的影響を

与えることは想定されない。 

・排気筒は主要な材料が鋼材であり，許容温

度が燃料加工建屋の主要な材料であるコン

クリートより高い。 

・鋼材は熱伝導率が燃料加工建屋の主要な

材料であるコンクリートより高いことから，

排気筒表面の温度が上昇したとしても，排気

筒内側に速やかに熱が拡散し，排気による空

気の流れにより除熱される。 

 

b. 機能的影響を及ぼし得る施設 

 

 

【204/448 から】 

2.1  外部事象防護対象施設の選定 

外部事象防護対象施設以外の施設につい

ては，屋内に設置する施設は，建屋により

防護することとし，屋外の外部事象防護対

象施設については，防火帯の内側に設置す

ること又は消火活動等により防護する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 211 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－２ 

重大事故等対処設備に機能的影響を及ぼ

し得る施設として，重大事故等対処設備の屋

外の付属設備を考慮する。なお，外部火災に

よる直接的影響及び二次的影響に対して選

定した外部火災の影響を考慮する施設の付

属設備については，当該施設の設計において

外部火災の影響を考慮していることから，機

能的影響を及ぼし得る施設として選定しな

い。 

 

(6) MOX 燃料加工施設の危険物貯蔵施設等 

重大事故等対処設備には該当しないが，

「Ⅴ－１－１－１－３－１ 外部火災への

配慮に関する基本方針」に示した設計方針に

基づき，MOX 燃料加工施設の危険物貯蔵施設

等は森林火災又は近隣工場等の火災及び爆

発の影響を確認することから，MOX 燃料加工

施設の危険物貯蔵施設等を外部火災の影響

を考慮する施設とする。 

 

・高圧ガストレーラ庫 

・LPG ボンベ庫 

・ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所 

・ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 重大事故等対処設備の選定 

屋内の重大事故等対処設備についてはこ

れらを内包する建屋にて防護し，屋外の重

大事故等対処設備については，位置的分散

にて対応するため，以降での評価は実施し
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 212 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－２ 

 

 

 

 

 

(7) 二次的影響を考慮する施設 

a. 二次的影響(ばい煙)を考慮する施設 

重大事故等対処設備が二次的影響(ばい

煙)により重大事故等への対処に必要な機能

を損なうことがないよう，二次的影響(ばい

煙)を考慮する施設は以下により選定する。 

 

外気を取り込む空調系統(室内の空気を取

り込む機器を含む。)は二次的影響(ばい煙)

により人体及び室内の空気を取り込む機器

に影響を及ぼすおそれがあるため，二次的影

響(ばい煙)を考慮する設備として選定する。 

 

外気を直接設備内に取り込む機器は二次

的影響(ばい煙)により機器の故障が発生す

るおそれがあるため，二次的影響(ばい煙)を

考慮する機器として選定する。 

 

 

 

なお，以下の設備については対象外とする。 

・ばい煙を含む外気又は室内空気を機器内

に取り込む機構を有しない設備 

・ばい煙を含む外気又は室内空気を取り込

んだ場合でも，その影響が非常に小さいと

ない。具体的な位置的分散については，添

付書類「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等

対処設備が使用される条件の下における健

全性に関する説明書」に示す。 

 

2.3 外部火災の二次的影響（ばい煙）を考

慮する施設の選定 

外部事象防護対象施設が二次的影響（ば

い煙）により安全性を損なうおそれがない

よう，二次的影響（ばい煙）を考慮する施

設は以下により選定する。 

 

外気を取り込む空調系統（室内の空気を

取り込む機器を含む。）は二次的影響（ば

い煙）により人体及び室内の空気を取り込

む機器に影響を及ぼすおそれがあるため，

二次的影響（ばい煙）を考慮する設備とし

て選定する。 

外気を直接設備内に取り込む機器，外気

を取り込む屋外設置機器は二次的影響（ば

い煙）により機器の故障が発生するおそれ

があるため，二次的影響（ばい煙）を考慮

する機器として選定する。 

 

 

 

ばい煙を含む外気又は，室内空気を機器内

に取り込む機構を有しない設備又は，取り

込んだ場合でも，その影響が非常に小さい

と考えられる設備（ポンプ，モータ，弁，
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 213 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－２ 

考えられる設備(ポンプ，モータ，弁，盤内

に換気ファンを有しない制御盤，計器等) 

 

 

(a) 外気を取り込む空調系統(室内の空気

を取り込む機器を含む) 

代替火災感知設備のうち，空気を取り込

む機構を有する制御盤及び監視盤 

 

なお，再処理施設にて設置されMOXにおい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申

請に合わせて次回以降の申請で説明する。 

 

 

 

(b) 外気を直接設備内に取り込む機器 

 

なお，再処理施設にて設置され MOX におい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

に合わせて次回以降の申請で説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

盤内に換気ファンを有しない制御盤，計

器，主排気筒，非常用ガス処理系排気筒

等）については，対象外とする。 

 

(1) 外気を取り込む空調系統（室内の空気

を取り込む機器を含む。） 

a. 換気空調設備 

b. 計測制御設備（安全保護系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 外気を直接設備内に取り込む機器 

a. 非常用ディーゼル発電機 

b. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

 

 

 

(3) 外気を取り込む屋外設置機器 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ 

c. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用

海水ポンプ 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 214 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－５－２ 

 

b. 二次的影響(有毒ガス)を考慮する施設 

二次的影響(有毒ガス)は運用により対応

することから施設選定は実施しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 有毒ガスの影響を考慮する施設の選定 

外部火災起因を含む有毒ガスの影響を考

慮する施設については，人体に影響を及ぼ

すおそれがある換気空調設備を選定する。 

 

 

3. 津波防護施設の選定 

津波防護施設については，発電所を囲む

よう設置しているため，森林火災から広範

囲に影響を受ける可能性があることを踏ま

え，森林火災に対する影響評価の対象施設

として選定する。その他の津波防護施設の

近くで発生する可燃物物品の火災は，影響

範囲が局所的であることから，消火活動及

び補修により防護する設計とし，影響評価

の対象外とする。 

森林火災の影響を考慮する部位を以下に

示す。 

(1) 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁 

(2) 止水ジョイント部 

(3) 防潮扉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波防護施設は MOX 燃

料加工施設には対象が

ないため記載に差異が

ある。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 215 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

4. 環境条件等 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因と

する重大事故等に対処するものと外的事象

を要因とする重大事故等に対処するものそ

れぞれに対して想定される重大事故等が発

生した場合における温度，圧力，湿度，放射

線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮

できるよう，その設置場所(使用場所)及び保

管場所に応じた耐環境性を有する設計とす

るとともに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件については，重大

事故等における温度，圧力，湿度，放射線，

荷重に加えて，重大事故による環境の変化を

考慮した環境温度，環境圧力，環境湿度によ

る影響，重大事故等時に汽水を供給する系統

への影響，自然現象による影響，人為事象の

影響及び周辺機器等からの影響を考慮する。 

荷重としては，重大事故等が発生した場合

における機械的荷重に加えて，環境温度，環

境圧力(以下「重大事故等時に生ずる荷重」

という。)及び自然現象(地震，風(台風)，竜

巻，積雪及び火山の影響)による荷重を考慮

する。 

自然現象については，重大事故等時にお

ける敷地及びその周辺での発生の可能性，

重大事故等対処設備への影響度，事象進展

速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，重大事故等時に重大事故等対処設備に

影響を与えるおそれがある事象として，地

震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 火山への考慮 

2.4.1 火山防護に関する基本方針 

 

重大事故等対処設備は，想定される火山事

象により，降下火砕物が発生した場合におい

ても，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方

針 

1. 概要 

本資料は，発電用原子炉施設の火山防護設

計が「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則」（以下「技術基準規

則」という。）第7 条及びその「実用発電用

原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則の解釈」（以下「解釈」という。）に適

合することを説明し， 

技術基準規則第54 条及びその解釈に規定さ

れる「重大事故等対処設備」を踏まえた重大

事故等対処設備への配慮についても説明す

るものである。 

 

2. 火山防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

 

発電用原子炉施設の火山防護設計は，設計

基準対象施設については想定される火山事

象によりその安全性を損なうおそれがない

こと，重大事故等対処設備については想定さ

れる火山事象により重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがな

いことを目的とし，技術基準規則に適合する

ように設計する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 216 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び塩害を選定する。 

自然現象による荷重の組合せについては，

地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影

響を考慮する。 

人為事象については，重大事故等時にお

ける敷地及びその周辺での発生の可能性，

重大事故等対処設備への影響度，事象進展

速度や事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，重大事故等時に重大事故等対処設備に

影響を与えるおそれのある事象として，敷

地内における化学物質の漏えい及び電磁的

障害を選定する。なお，これらの自然現象

及び人為事象については，設計基準対象施

設について考慮する「Ⅴ－１－１－１自然

現象等による損傷の防止に関する説明書」

に示す条件を設定する。 

また，人為事象のうち，有毒ガスとして想

定される六ケ所ウラン濃縮工場から漏えい

する有毒ガスについては重大事故等対処設

備に対して影響を及ぼすことはないことか

ら考慮は不要である。人為事象のうち，航

空機落下については，外部からの衝撃によ

る損傷の防止が図られた燃料加工建屋内に

設置するか，又は設計基準に対処するため

の設備の安全機能と同時にその機能がそこ

なわれるおそれがないよう，位置的分散を

図る。燃料加工建屋の航空機落下に対する

設計は「Ｖ－１－１－１－５ 航空機に対す

る防護設計に関する説明書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

想定される火山事象は，MOX燃料加工施設

の運用期間中においてMOX燃料加工施設の重

大事故等への対処に必要な機能に影響を及

ぼし得る火山事象として，事業(変更)許可を

受けた「降下火砕物」であり，降下火砕物の

影響を受ける場合においても，その重大事故

等対処設備が重大事等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

また，「Ⅴ－１－１－１－１ 自然現象等

への配慮に関する説明書」の「4.1(5) 積雪」

の設計に従って，火山事象と同様に重大事故

等対処設備に堆積する積雪の影響について

確認する。確認結果については，本資料に示

す。 

 

2.4.1.1 降下火砕物から防護する重大事故

等対処設備の設計方針 

降下火砕物から防護する重大事故等対処

設備としては，降下火砕物に対して重大事故

等への対処に必要な機能が損なわれない設

計とする観点から，重大事故等対処設備を保

管又は設置する構築物，系統及び機器を対象

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

想定される火山事象は，発電所の運用期間

中において発電所の安全機能に影響を及ぼ

し得るとして設置（変更）許可を受けた「降

下火砕物」であり，直接的影響及び間接的影

響について考慮する。 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施

設に対する自然現象等による損傷の防止に

関する基本方針」の「3.1.1(6) 積雪」で設

定している設計に従って，火山事象と同様に

施設に堆積する積雪の影響について確認す

る。確認結果については，本資料に示す。 

 

 

 

 

2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施

設に対する自然現象等による損傷の防止に

関する基本方針」の「2.3 外部からの衝撃よ

り防護すべき施設」に示す外部からの衝撃よ

り防護すべき施設を踏まえて，降下火砕物よ

り防護すべき施設は，外部事象防護対象施設

及び重大事故等対処設備とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 217 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

 

重大事故等の要因となるおそれとなる事

業(変更)許可を受けた設計基準事故におい

て想定した条件より厳しい条件を要因とし

た外的事象の地震の影響を考慮する。 

周辺機器等からの影響としては，地震，

火災，溢水による波及的影響及び内部発生

飛散物を考慮する。 

また，同時に発生する可能性のある再処

理施設における重大事故等による影響につ

いても考慮する。 

a.常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重

大事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機

能が有効に発揮できるよう，その設置場所

(使用場所)に応じた耐環境性を有する設計

とする。 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重

大事故等対処設備は，重大事故等時における

建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重

大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線並びに荷重

への具体的な設計方針は「(2)重大事故等時

における条件の影響」に示す。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への

影響に対して常時汽水を通水するコンクリ

ート構造物については，腐食を考慮した設計
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 218 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

とする。 

地震に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ⅲ 耐震性に関する説明書」に記載する地

震力による荷重を考慮して，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故

において想定した条件より厳しい条件を要

因とした外的事象の地震に対して，地震を要

因とする重大事故等に対処するために重大

事故等時に機能を期待する常設重大事故等

対処設備は，「6. 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とする。 

さらに，地震に対して常設重大事故等対処設

備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影

響によって重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。また，当該設備

周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮

して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転

倒防止，固縛の措置を行う設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備は，地

震により機能が損なわれる場合，代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間で修理の対応を行うこと，関連す

る工程の停止等又はこれらを適切に組み合

わせることにより，機能を損なわない設計と

する。代替設備により必要な機能を確保する
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 219 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

こと，安全上支障のない期間で修理の対応を

行うこと，関連する工程を停止すること等に

ついては，保安規定に定めて，管理する。 

溢水に対して常設重大事故等対処設備は，想

定する溢水量に対して，機能を損なわない高

さへの設置，被水防護を行うことにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

具体的には，常設重大事故等対処設備のう

ち，溢水によって必要な機能が損なわれない

静的な構築物，系統及び機器を除く設備が没

水，被水等の影響を受けて機能を損なわない

設計とする。没水，被水等の影響を考慮する

常設重大事故等対処設備の選定については，

「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対

処設備の設計方針」に示し，想定する溢水量

に対する評価方針及び評価結果については，

「Ｖ－１－１－７ 加工施設内における溢

水による損傷の防止に関する説明書」に示

す。 

重大事故等対処設備の溢水に対する対象の

選定，評価方針及び評価結果については，重

大事故等対処設備の申請に合わせて次回以

降に詳細を説明する。 

火災に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に

関する説明書」に基づく設計とすることによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 220 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢

水及び火災による損傷を考慮して，代替設備

により必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修理の対応を行うこと，関連

する工程の停止等又はこれらを適切に組み

合わせることにより，機能を損なわない設計

とする。代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理の対応

を行うこと，関連する工程を停止すること等

については，保安規定に定めて，管理する。 

津波に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ⅴ－１－１－１－６ 津波への配慮に関

する説明書」に基づく設計とする。 

屋内の常設重大事故等対処設備は，風

(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪及

び火山の影響に対して外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる燃料加工建屋，第１

保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊

急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び

洞道に設置し，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台

風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風

(台風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び

降下火砕物による積載荷重により重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備及びそれらを収納す

る建屋等は，降下火砕物の影響に対し，機械

的強度を有すること等により，重大事故等対

処設備の重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

降下火砕物から防護する重大事故等対処

設備は，以下のように分類できる。 

(1) 建屋等内の重大事故等対処設備 

(2) 降下火砕物を含む空気の流路となる重

大事故等対処設備 

(3) 外気から取り入れた建屋等内の空気を

機器内に取り込む機構を有する重大事故等

対処設備 

(4) 屋外の重大事故等対処設備 

 

 

 

 

 

 

また，施設の倒壊等により重大事故等対処

設備及びそれらを収納する建屋等に波及的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
後段の添付書類とのつ

ながりとして，降下火

砕物から防護する重大

事故等対処設備の分類

を記載した。 

 

「機械的強度を有す

ること等」の指す内容

は降下火砕物による

直接的影響及び間接

的影響に対する防護

対 策 を 指 す が ，

「2.4.1.4 降下火砕

物の影響に対する防

護対策方針」で明確化

することから，「等」は

そのままとした。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 221 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

荷重への具体的な設計方針は「(3)自然現象

により発生する荷重の影響」に示す。 

凍結に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への配

慮に関する説明書」にて設定する凍結にお

いて考慮する外気温に対して，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。具体的には，屋内の常設重大事故等

対処設備は，外部からの損傷を防止できる

建屋等内に設置することにより重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。また，屋外の常設重大事故等対処設

備は，凍結防止対策により重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

高温に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への配

慮に関する説明書」にて設定する高温にお

いて考慮する外気温に対して，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。具体的には，屋内の常設重大事故等

対処設備は，外部からの損傷を防止できる

建屋等内に設置することにより重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。また，屋外の常設重大事故等対処設

備は，高温防止対策により重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

降水に対して常設重大事故等対処設備は，

「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への配

影響を及ぼして重大事故等への対処に必要

な機能を損なわせるおそれがある施設の影

響を考慮した設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 222 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

慮に関する説明書」にて設定する設計基準

降水量に対して，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。具体的

には，屋内の常設重大事故等対処設備は，

外部からの損傷を防止できる建屋等内に設

置することにより重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。また，

屋外の常設重大事故等対処設備は，防水対

策により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備は，風

(台風)，竜巻，積雪，火山の影響，凍結，高

温及び降水により機能が損なわれる場合，代

替設備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修理の対応を行うこ

と，関連する工程の停止等又はこれらを適切

に組み合わせることにより，機能を損なわな

い設計とする。代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で修理

の対応を行うこと，関連する工程を停止する

こと等については，保安規定に定めて，管理

する。 

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせ

ずに発生する重大事故等に対処する常設重

大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 

自然現象等への配慮に関する説明書」にて設

定する雷撃電流に対して，重大事故等への対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内的事象を要因とする重大事故等へ対処

する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と

兼用する常設重大事故等対処設備は，降下火

砕物及びその随伴事象により機能が損なわ

れる場合，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修理の対

応を行うこと，関連する工程の停止等又はこ

れらを適切に組み合わせることにより，機能

を損なわない設計とする。代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない

期間で修理の対応を行うこと，関連する工程

を停止すること等については，保安規定に定

めて，管理する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 223 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

処に必要な機能を損なわない設計とする。具

体的には，直撃雷及び間接雷を考慮した設計

を行う。直撃雷に対して，当該設備は当該設

備自体が構内接地網と連接した避雷設備を

有する設計とする又は構内接地網と連接し

た避雷設備を有する建屋等に設置する。間接

雷に対して，当該設備は雷サージによる影響

を軽減できる設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち

安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設と兼用する常設重大事故等対処設備

は，落雷により機能が損なわれる場合，代

替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理の対応を行う

こと，関連する工程の停止等又はこれらを

適切に組み合わせることにより，機能を損

なわない設計とする。代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障のない

期間で修理の対応を行うこと，関連する工

程を停止すること等については，保安規定

に定めて，管理する。 

生物学的事象に対して常設重大事故等対

処設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象

等への配慮に関する説明書」にて選定する対

象生物に対して，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。具体的に

は，これら生物の侵入を防止又は抑制するこ

とにより，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

2.4.1.2 設計に用いる降下火砕物特性 

敷地において考慮する火山事象として，

「Ⅴ－１－１－１－４－１ 火山への配慮

に関する設計方針」の「2.1.2 設計に用い

る降下火砕物特性」を設計条件として設定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性 

敷地において考慮する火山事象として，設

置（変更）許可を受けた層厚50 cm，粒径8.0mm

以下，密度0.3 g/cm3（乾燥状態）～1.5 g/cm3

（湿潤状態）の降下火砕物を設計条件として

設定する。その特性を表2-1に示す。なお，粒

径が8 mm以上の降下火砕物の影響について

は，含まれる割合が小さいこと及び粒径が8 

mm以上の降下火砕物が少量混入したとして

も降下火砕物は砂より硬度が低くもろいた

め砕けて施設等に損傷を与えることはない

ことから考慮する必要はない。また，大気中

においては水分が混ざることで凝集する場

合があるが，水中では凝集しない。 

 

表 2-1 設計に用いる降下火砕物特性 

 

 

層 厚 粒 径 密 度 

50 cm 8.0 mm 以下 

湿潤状態：

1.5 g／cm３ 

乾燥状態：

0.3 g／cm３ 

 

 

 

 

資料構成の差異による

ものであるため，記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 224 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

森林火災に対して常設重大事故等対処設

備は，「Ｖ－１－１－１－３ 外部火災への

配慮に関する説明書」にて設定する輻射強度

を考慮し，防火帯の内側に設置することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。また，森林火災からの輻

射強度の影響を考慮した場合においても，離

隔距離の確保等により，常設重大事故等対処

設備の重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

具体的には，常設重大事故等対処設備を収納

する建屋等及び屋外の常設重大事故等対処

設備は，森林火災からの輻射強度の影響に対

し，建屋等又は屋外の常設重大事故等対処設

備の表面温度が許容温度となる危険距離を

算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確

保する。また，常設重大事故等対処設備を収

納する建屋等は，近隣工場等の火災，爆発に

対し，危険距離を算出し，その危険距離を上

回る離隔距離が確保されていることを確認

する。 

森林火災からの輻射強度の影響を考慮す

る常設重大事故等対処設備を収納する建屋

等及び屋外の常設重大事故等対処設備の選

定，要求機能及び性能目標については，「Ⅴ

－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設

備の設計方針」に示し，常設重大事故等対処

設備を収納する建屋等及び屋外の常設重大

事故等対処設備に対する輻射強度の算出，危

険距離の算出等の評価方針については，「Ｖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【256／448】へ 

2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方

針 

降下火砕物の影響を考慮する各施設に

おいて，考慮する直接的影響因子が異なる

ことから，降下火砕物の影響を考慮する施

設と影響因子との組合せを行う。 

降下火砕物の影響を考慮する施設の選

定については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降

下火砕物の影響を考慮する施設の選定」に

示す。降下火砕物の影響を考慮する施設と

影響因子との関連については，添付書類

「Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮

する施設の設計方針」に示す。 

選定した降下火砕物の影響を考慮する

施設及び影響因子について，「2.1.2 設計

に用いる降下火砕物特性」にて設定してい

る降下火砕物に対する火山防護設計を実

施する。設計は添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発

電用原子炉施設に対する自然現象等によ

る損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組

合せ」で設定している自然現象の組合せに

従って，自然現象のうち，風（台風）及び

積雪の荷重との組合せを考慮する。  

地震については，基準地震動の震源と火

山とは十分な距離があることから独立事

象として扱いそれぞれの頻度が十分小さ

いこと，火山性地震については火山と敷地

とは十分な距離があることから火山性地

震とこれに関連する事象による影響はな
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 225 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

－１－１－１－３－３ 外部火災への配慮

が必要な施設の設計方針及び評価方針」に基

づくものとし，離隔距離の確保に関する評価

条件及び評価結果を「Ｖ－１－１－１－３－

４ 外部火災防護における評価結果」に示

す。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備のうち

安全上重要な施設以外の安全機能を有する

施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，

森林火災発生時に消防車による事前散水に

よる延焼防止を図るとともに代替設備によ

り機能を損なわない設計とする。消防車によ

る事前散水を含む火災防護の計画を保安規

定に定めて，管理する。 

重大事故等対処設備の森林火災に対する対

象の選定，要求機能，性能目標，評価方針及

び評価結果については，重大事故等対処設備

の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処

設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等

への配慮に関する説明書」にて考慮する影

響に対して，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。具体的に

は，屋内の常設重大事故等対処設備は，換

気設備及び非管理区域の換気空調設備の給

気系へ海塩粒子除去の機能を有する捕集率

85%以上(JIS Z 8901 試験用紛体11種 粒径

約2μm)の除塩フィルタ及び粒子フィルタの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い と判断し，地震との組合せを考慮しな

い。重大事故等対処設備は，添付書類「Ⅴ

-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備

が使用される条件の下における健全性に

関する説明書」の環境条件を考慮し設計す

る。詳細な設計については，添付書類「Ⅴ

-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する

施設の設計方針」に示す。 

 

(1) 設計方針 

a. 構造物への荷重に対する設計方針 

屋外に設置し，降下火砕物が堆積しやすい

構造を有する外部事象防護対象施設は，降

下火砕物による荷重，風（台風）及び積雪

を考慮した荷重に対し，その安全性を損な

うおそれがない設計とする。なお，運用に

より降下火砕物を適宜除去することから，

降下火砕物による荷重については複数回

堆積することを想定する。 

降下火砕物が堆積しやすい構造を有する

降下火砕物より防護すべき施設を内包す

る施設は，想定する降下火砕物による荷

重，風（台風）及び積雪を考慮した荷重に

対し，施設に内包される降下火砕物より防

護すべき施設の必要な機能を損なうおそ

れがない設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕物

堆積時において，降下火砕物による荷重に

対して，重大事故等に対処するために必要
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 226 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

設置により，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。また，屋外

の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の

塗装等による腐食防止対策又は受電開閉設

備の絶縁性の維持対策により，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

敷地内における化学物質の漏えいに対し

て常設重大事故等対処設備は再処理事業所

内で運搬する硝酸及び液体二酸化窒素の屋

外での運搬又は受入れ時の漏えいに対し

て，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

具体的には，屋内の常設重大事故等対処設

備は，外部からの損傷を防止できる建屋等

内に設置することにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。また，屋外の常設重大事故等対処設備

は，機能を損なわない高さへの設置，被液

防護を行うことにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

電磁的影響に対して常設重大事故等対処

設備は，重大事故等時においても電磁波に

より重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

具体的には，電磁的障害に対して重大事故

等対処への対処に必要な機能を維持するた

めに必要な計測制御系は日本産業規格に基

づきノイズ対策を行うとともに，電気的及

び物理的な独立性を持たせることにより，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な機能が損なわれるおそれがない設計と

する。 

降下火砕物の荷重は湿潤状態の7355 N/m2

とする。なお，積雪単独の堆積荷重は6003 

N/m2（積雪量：30 cm）であるため，積雪

の設計は火山の設計に包絡される。 

 

b. 閉塞に対する設計方針 

水循環系の閉塞を考慮する施設並びに換

気系，電気系及び計測制御系における閉塞

を考慮する施設は，想定する降下火砕物に

よる閉塞に対し，機能を損なうおそれがな

いよう閉塞しない設計とする。 

 

c. 摩耗に対する設計方針 

水循環系，換気系，電気系及び計測制御系

における摩耗を考慮する施設は，想定する

降下火砕物による摩耗に対し，機能を損な

うおそれがないよう摩耗しにくい設計と

する。 

 

d. 腐食に対する設計方針 

構造物，水循環系，換気系，電気系及び計

測制御系における腐食を考慮する施設は，

想定する降下火砕物による腐食に対し，機

能を損なうおそれがないよう腐食しにく

い設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕物

の降下時において，想定する降下火砕物に
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 227 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

周辺機器等からの影響について常設重大

事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して

当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の損

壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受け

ない位置へ設置することにより重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

また，重量物の落下による飛散物の影響を考

慮し，影響を受けない位置へ設置することに

より重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

具体的には，常設重大事故等対処設備と同室

に設置する回転機器は，回転機器の異常によ

り回転速度が上昇することによる回転羽根

の損壊を考慮して，「Ｖ－１－１－４－１ 

安全機能を有する施設が使用される条件の

下における健全性に関する説明書」の「5.4 

内部発生飛散物の発生防止対策」の「5.4.2 

回転機器の損壊による飛散物」に基づく設計

とする。 

また，常設重大事故等対処設備と同室にある

クレーンその他の搬送機器は，運転時におい

て重量物をつり上げて搬送するクレーンそ

の他の搬送機器からのつり荷の落下及び逸

走によるクレーンその他の搬送機器の落下

を考慮して，「Ｖ－１－１－４－１ 安全機

能を有する施設が使用される条件の下にお

ける健全性に関する説明書」の「5.4 内部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よる腐食に対して，重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれが

ないよう腐食しにくい設計とする。 

 

e. 発電所周辺の大気汚染に対する設計方

針 

発電所周辺の大気汚染を考慮する施設は，

想定する降下火砕物による大気汚染に対

し，機能を損なうおそれがないよう降下火

砕物が侵入しにくい設計とする。 

 

f. 絶縁低下に対する設計方針 

絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下

火砕物による絶縁低下に対し，機能を損な

うおそれがないよう降下火砕物が侵入し

にくい設計とする。 

 

g. 間接的影響に対する設計方針 

間接的影響を考慮する施設は，想定する降

下火砕物による間接的影響である長期（7

日間）の外部電源喪失，発電所外における

交通の途絶及び発電所内における交通の

途絶によるアクセス制限事象に対し，発電

用原子炉及び使用済燃料プールの安全性

を損なわない設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 228 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

発生飛散物の発生防止対策」の「5.4.1 重

量物の落下による飛散物」に基づく設計とす

る。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備は，内

部発生飛散物を考慮して，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない

期間で修理の対応を行うこと，関連する工程

の停止等又はこれらを適切に組み合わせる

ことにより，機能を損なわない設計とする。

代替設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理の対応を行う

こと，関連する工程を停止すること等につい

ては，保安規定に定めて，管理する。 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生す

る可能性のある再処理施設における重大事

故等による建屋外の環境条件の影響を受け

ない設計とする。 

 

b． 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される

重大事故等が発生した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機

能が有効に発揮できるよう，その設置場所

(使用場所)及び保管場所に応じた耐環境性

を有する設計とする。 

想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 229 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

の具体的な設計方針は「(2)重大事故等時に

おける条件の影響」に示す。 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型

重大事故等対処設備は，重大事故等時におけ

る建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への

影響に対して常時汽水を通水する又は尾駮

沼で使用する可搬型重大事故等対処設備は，

耐腐食性材料を使用する設計とする。また，

尾駮沼から直接取水する際の異物の流入防

止を考慮した設計とする。 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，

「Ⅲ 耐震性に関する説明書」に記載する地

震力による荷重を考慮して，当該設備の落下

防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設計と

する。また，可搬型重大事故等対処設備を保

管する建屋等は，地震に対して，機能を損な

わない設計とする。なお，可搬型重大事故等

対処設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

に関する詳細については，「Ⅴ－１－１－４

－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針」

に示し，可搬型重大事故等対処設備を保管す

る建屋等の耐震設計については，「Ⅴ－１－

１－４－２－２ 可搬型重大事故等対処設

備の保管場所等の設計方針」に示す。 

地震に対する可搬型重大事故等対処設備の

落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設

計及び建屋等の耐震設計については，次回以
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 230 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

降に詳細を説明する。 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故

において想定した条件より厳しい条件を要

因とした外的事象の地震に対して，地震を要

因とする重大事故等に対処するために重大

事故等時に機能を期待する可搬型重大事故

等対処設備は，「6. 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とする。 

さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的

影響によって重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。また，当該設

備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考

慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，

転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。 

溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対

処設備は，溢水に対しては想定する溢水量に

対して機能を損なわない高さへの設置又は

保管，被水防護を行うことにより，火災に対

しては，「7. 可搬型重大事故等対処設備の

内部火災に対する防護方針」に基づく火災防

護を行うことにより，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

具体的には，可搬型重大事故等対処設備のう

ち，溢水によって必要な機能が損なわれない

静的な機器を除く設備が没水，被水等の影響

を受けて機能を損なわない設計とする。 

没水，被水等の影響を考慮する可搬型重大

事故等対処設備の選定については，「Ⅴ－１

－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 231 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

設計方針」に示し，想定する溢水量に対する

評価方針及び評価結果については，「Ｖ－１

－１－７ 加工施設内における溢水による

損傷の防止に関する説明書」に示す。 

重大事故等対処設備の溢水に対する対象の

選定，評価方針及び評価結果については，重

大事故等対処設備の申請に合わせて次回以

降に詳細を説明する。 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ｖ－１－１－１－６ 津波への配慮に

関する説明書」に示す津波による影響を受け

ない位置に保管する設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備の据付け

は，津波による影響を受けるおそれのない場

所を選定することとし，使用時に津波の影響

を受けるおそれのある場所に据付ける場合

は，津波に対して重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

具体的には，第２貯水槽から第１貯水槽へ水

を補給する場合及び燃料加工建屋に放水す

る場合は，津波による影響を受けない場所に

可搬型重大事故等対処設備を据付けること

とし，尾駮沼取水場所 A，尾駮沼取水場所 B

又は二又川取水場所 A(以下「敷地外水源」と

いう。)における可搬型重大事故等対処設備

の据付けは，津波警報の解除後に対応を開始

すること，津波警報の発令確認時に対応中の

場合は一時的に退避することにより，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 232 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

 

風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪及び火山の影響に対して屋内の可搬型

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる燃料加工建屋，第１

保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊

急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び

洞道に保管し，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風

(台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対し

て，風(台風)及び竜巻による風荷重，積雪

荷重及び降下火砕物のよる積載荷重によ

り重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響に

よる荷重への具体的な設計方針は「(3)自

然現象により発生する荷重の影響」に示

す。 

 

凍結に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への

配慮に関する説明書」にて設定する凍結にお

いて考慮する外気温に対して，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処設

備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内

に保管することにより重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。ま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

524



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 233 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

た，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍

結防止対策により重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

高温に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への

配慮に関する説明書」にて設定する高温にお

いて考慮する外気温に対して，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。具体的には，屋内の可搬型重大事故等対

処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋

等内に保管することにより重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，

高温防止対策により重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

降水に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への

配慮に関する説明書」にて設定する設計基準

降水量に対して，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。具体的に

は，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外

部からの損傷を防止できる建屋等内に保管

することにより重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。また，屋外

の可搬型重大事故等対処設備は，防水対策に

より重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせ

ずに発生する重大事故等に対処する可搬型

重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 234 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

１ 自然現象等への配慮に関する説明書」に

て設定する雷撃電流に対して，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

具体的には，直撃雷に対して，当該設備は当

該設備自体が構内接地網と連接した避雷設

備を有する設計とする又は構内接地網と連

接した避雷設備を有する建屋等に設置する

ことにより，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

生物学的事象に対して可搬型重大事故等

対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現

象等への配慮に関する説明書」にて選定する

対象生物の侵入及び水生植物の付着に対し

て，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。具体的には，これら生物

の侵入及び水生植物の付着を防止又は抑制

することにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

森林火災に対して可搬型重大事故等対処

設備は，「Ｖ－１－１－１－３ 外部火災へ

の配慮に関する説明書」にて設定する輻射強

度を考慮し，防火帯の内側に保管することに

より，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。また，森林火災からの

輻射強度の影響を考慮した場合においても，

離隔距離の確保等により，可搬型重大事故等

対処設備の重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

具体的には，可搬型重大事故等対処設備を収
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 235 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

納する建屋等及び屋外の可搬型重大事故等

対処設備は，森林火災からの輻射強度の影響

に対し，建屋等又は屋外の可搬型重大事故等

対処設備の表面温度が許容温度となる危険

距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距

離を確保等する。また，可搬型重大事故等対

処設備を収納する建屋等は，近隣工場等の火

災，爆発に対し，危険距離を算出し，その危

険距離を上回る離隔距離が確保されている

ことを確認する。 

森林火災からの輻射強度の影響を考慮する

可搬型重大事故等対処設備を収納する建屋

等及び屋外の可搬型重大事故等対処設備の

選定，要求機能及び性能目標については，「Ⅴ

－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設

備の設計方針」に示し，建屋等及び屋外の可

搬型重大事故等対処設備に対する輻射強度

の算出，危険距離の算出等の評価方針につい

ては，「Ｖ－１－１－１－３－３ 外部火災

への配慮が必要な施設の設計方針及び評価

方針」に基づくものとし，離隔距離の確保に

関する評価条件及び評価結果を「Ｖ－１－１

－１－３－４ 外部火災防護における評価

結果」に示す。 

塩害に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「Ｖ－１－１－１－１ 自然現象等への

配慮に関する説明書」にて考慮する影響に

対して，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 236 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

設備は，換気設備及び非管理区域の換気空

調設備の給気系へ海塩粒子除去の機能を有

する捕集率85%以上(JIS Z 8901 試験用紛体

11種 粒径約2μm)の除塩フィルタ及び粒子

フィルタの設置により，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策

又は絶縁性の維持対策により，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

敷地内における化学物質の漏えいに対し

て可搬型重大事故等対処設備は，再処理事業

所内で運搬する硝酸及び液体二酸化窒素の

屋外での運搬又は受入れ時の漏えいに対し

て，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処設

備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内

に保管することにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なうおそれがない設計と

する。また，屋外の可搬型重大事故等対処設

備は，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない高さへの設置，被液防護を行うこと

により，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対

処設備は，重大事故等時においても電磁波に

より重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。具体的には，電磁的障
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 237 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

害に対して重大事故等への対処に必要な機

能を維持するために必要な計測制御系は日

本産業規格に基づきノイズ対策を行うとと

もに，電気的及び物理的な独立性を持たせる

ことにより，重大事故等への対処に必要な損

なわない設計とする。 

周辺機器等からの影響について可搬型重

大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対し

て当該設備周辺機器の回転機器の回転羽の

損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受

けない位置へ保管することにより重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

また，重量物の落下による飛散物の影響を考

慮し，影響を受けない位置へ設置することに

より重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

具体的には，可搬型重大事故等対処設備と同

室に設置する回転機器は，回転機器の異常に

より回転速度が上昇することによる回転羽

根の損壊を考慮して，「Ｖ－１－１－４－１ 

安全機能を有する施設が使用される条件の

下における健全性に関する説明書」の「5.4 

内部発生飛散物の発生防止対策」の「5.4.2 

回転機器の損壊による飛散物」に基づく設計

とする。また，可搬型重大事故等対処設備と

同室にあるクレーンその他の搬送機器は，運

転時において重量物をつり上げて搬送する

クレーンその他の搬送機器からのつり荷の

落下及び逸走によるクレーンその他の搬送
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 238 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

機器の落下を考慮して，「Ｖ－１－１－４－

１ 安全機能を有する施設が使用される条

件の下における健全性に関する説明書」の

「5.4 内部発生飛散物の発生防止対策」の

「5.4.1 重量物の落下による飛散物」に基

づく設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生

する可能性のある再処理施設における重大

事故等による建屋外の環境条件の影響を受

けない設計とする。 

 

(1) 重大事故等時における条件の影響 

a. 環境圧力による影響 

重大事故等対処設備は，重大事故等時に想

定される環境圧力が加わっても，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

環境圧力については，設備の設置場所の適

切な区分(屋外，重大事故の発生を想定する

グローブボックスを設置する工程室内，その

他の燃料加工建屋内，グローブボックス内)

毎に重大事故等時の環境を考慮して設定す

る。 

屋外の環境圧力は，大気圧を設定する。 

重大事故の発生を想定するグローブボッ

クスを設置する工程室内，その他の燃料加工

建屋内及びグローブボックス内の環境圧力

は，以下に示す通常時及び重大事故等時の圧

力を考慮して大気圧を設定する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 239 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

(a) 通常時において，燃料加工建屋内の負圧

管理を行っているが， 大で-160Pa であ

り，大気圧と同程度である。 

(b) 重大事故等時には，火災が発生すること

に加え，給気設備及び排風機の停止に伴

い，重大事故の発生を想定するグローブボ

ックスを設置する工程室内の圧力は上昇

するが，大気圧に近づく程度にとどまる。 

設定した環境圧力に対して機器が機能を

損なわないように，耐圧部にあっては，機器

が使用される環境圧力下において，部材に発

生する応力に耐えられることとする。耐圧部

以外の部分にあっては，絶縁や回転等の機能

が阻害される圧力に到達しないことを確認

する。 

確認の方法としては，環境圧力と機器の

高使用圧力との比較等によるものとする。 

(c) 重大事故等の発生を想定するグローブ

ボックス内（当該グローブボックスと接

続するグローブボックス排気設備の排

気経路含む。以下同じ。）及びその他の

グローブボックス内の環境圧力は，以下

に示す通常時及び重大事故等時の圧力を

考慮して大気圧を設定する。 

イ．通常時において，グローブボックス内の

負圧管理を行っているが， 大で-400Paで

あり，大気圧と同程度である。 

ロ．重大事故等時には，火災発生に伴う温度

上昇により，圧力が上昇するが，系外へ繋

がる経路へ避圧され，初期圧力に対して
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 240 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

大でも 600Pa の圧力上昇で平衡する。 

b. 環境温度及び湿度による影響 

重大事故等対処設備は，重大事故等時に想

定される環境温度及び湿度にて重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。環境温度については，設備の設置場所

の適切な区分(屋外，重大事故の発生を想定

するグローブボックスを設置する工程室内，

その他の燃料加工建屋内，グローブボックス

内)毎に重大事故等時の環境を考慮して設定

する。 

屋外の環境温度は，「Ⅴ－１－１－１－１ 

自然現象等への配慮に関する説明書」にて高

温に対する設計温度として定めた 37℃を設

定する。 

重大事故の発生を想定するグローブボッ

クスを設置する工程室内，その他の燃料加工

建屋内の環境温度は，以下に示す通常時及び

重大事故等時の温度を考慮して 40℃を設定

する。 

(a) 通常時において，燃料加工建屋内は，部

屋内に設置する機器，照明による発熱及び核

燃料物質からの崩壊熱を考慮し，40℃以下と

なるようにしている。 

(b) 重大事故等時には，重大事故の発生を想

定するグローブボックス内の火災によりグ

ローブボックス内の温度が上昇するが，重大

事故の発生を想定するグローブボックスを

設置する工程室は，部屋容積が十分広く，熱

源となる火災の継続時間が短いことから，有
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 241 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

意な温度上昇が考えられない。 

ただし，重大事故の発生を想定するグロ

ーブボックス近傍として，グローブボック

ス表面に設置する機器の環境温度は，グロ

ーブボックスから直接熱が伝わっていくこ

とを考慮し，100℃を設定する。 

環境湿度については，考えられる 高値

としてすべての区分において 100％を設定

する。 

設定した環境温度に対して機器が機能を

損なわないように，耐圧部にあっては，機器

が使用される環境温度下において，部材に発

生する応力に耐えられることとする。耐圧部

以外の部分にあっては，絶縁や回転等の機能

が阻害される温度に到達しないこととする。 

環境温度に対する確認の方法としては，環

境温度と機器の 高使用温度との比較等に

よるものとする。 

重大事故等の発生を想定するグローブボ

ックス内の環境温度は，火災消火まで継続時

間における 高温度及び火災源から鉛直方

向の温度分布を考慮し，火災源から鉛直方向

の距離 0～950mm，951～1300mm 及びそれ以外

の範囲でそれぞれ 450℃，150℃，100℃を設

定する。 

上記以外のグローブボックス内の環境温度

は，事故による有意な温度上昇はないため，

40℃を設定する。 

 

また，設定した湿度に対して機器が機能を
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 242 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

損なわないように，耐圧部にあっては，当該

構造部が気密性・水密性を有し，一定の肉厚

を有する金属製の構造とすることで，湿度の

環境下であっても耐圧機能が維持される設

計とする。耐圧部以外の部分にあっては，機

器の外装を気密性の高い構造とし，機器内部

を周囲の空気から分離することや，機器の内

部にヒーターを設置し，内部で空気を加温し

て相対湿度を低下させること等により，絶縁

や導通等の機能が阻害される湿度に到達し

ないこととする。 

湿度に対する確認の方法としては，環境湿

度と機器仕様の比較等によるものとする。 

c. 放射線による影響 

重大事故等対処設備は，重大事故等時に想

定される放射線にて機能を損なわない設計

とする。放射線については，設備の設置場所

の適切な区分(屋外，重大事故の発生を想定

するグローブボックスを設置する工程室内，

その他の燃料加工建屋内，グローブボックス

内)毎に重大事故等時の環境を考慮して，設

定する。 

屋外の放射線は，重大事故等時において

も，外部への放射性物質の放出量は小さく，

設備に対して影響を及ぼすことはないこと

から，管理区域外の遮蔽設計の基準となる線

量率を基に 2.6μGy/h を設定する。 

燃料加工建屋内のうち管理区域内の放射

線は，工程室の遮蔽設計の基準となる線量率

を基に 50μGy/h を設定し，管理区域外の放
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 243 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

射線は，管理区域外の遮蔽設計の基準となる

線量率を基に 2.6μGy/h を設定する。 

重大事故の発生を想定するグローブボッ

クスを設置する工程室は，重大事故等時にお

いて，グローブボックス給気系及びグローブ

ボックスのパネルの隙間から MOX 粉末が漏

えいすることが想定されるが，重大事故等時

に気相中に移行する割合及び経路中にフィ

ルタを経由することを踏まえると，有意な放

射線量の上昇がないことから，工程室の遮蔽

設計の基準となる線量率を基に 50μGy/h を

設定する。 

放射線による影響に対して機器が機能を

損なわないように，耐圧部にあっては，耐放

射線性が低いと考えられるパッキン・ガスケ

ットも含めた耐圧部を構成する部品の性能

が有意に低下する放射線量に到達しないこ

と，耐圧部以外の部分にあっては，電気絶縁

や電気信号の伝送・表示等の機能が阻害され

る放射線量に到達しないこととする。 

確認の方法としては，環境放射線を再現し

た試験環境下において機器が機能すること

を確認した実証試験等により得られた機器

の機能が維持される積算線量を機器の放射

線に対する耐性値とし，環境放射線条件と比

較することとする。耐性値に有意な照射速度

依存性がある場合には，実証試験の際の照射

速度に応じて，機器の耐性値を補正すること

とする。 

環境放射線条件との比較のため，機器の耐
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 244 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

性値を機器が照射下にあると評価される期

間で除算して線量率に換算することとする。 

なお，MOX 燃料加工施設の通常時に有意な

放射線環境に置かれる機器にあっては，通常

時の重大事故等以前の状態において受ける

放射線量分を事故等時の線量率に割増する

こと等により，事故等以前の放射線の影響を

評価することとする。 

重大事故等の発生を想定するグローブボ

ックス内の放射線は，重大事故等によって外

部へ放出する放射線量を基に，１Gy/7日間を

設定する。また，それ以外のグローブボック

ス内については，重大事故等によって有意な

線量の上昇はないが，グローブボックス内の

放射線を包含した条件として，重大事故等の

発生を想定するグローブボックス内と同一

の放射線を設定する。 

 (3)自然現象により発生する荷重の影響 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備については，自

然現象のうち，風(台風)，竜巻，積雪及び

火山の影響による荷重の評価を行い，それ

ぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも

機能を有効に発揮できる設計とする。 

風(台風)による荷重に対して常設重大事

故等対処設備を収納する建屋等及び屋外の

常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１

－１－１ 自然現象等への配慮に関する説

明書」に基づき算出する風荷重を考慮し，

機械的強度を有する設計とする。ただし，
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 245 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

竜巻の 大風速による風荷重を大きく下回

るため，竜巻に対する設計として確認す

る。 

竜巻による荷重に対して常設重大事故

等対処設備を収納する建屋等及び屋外の

常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－

１－１－２ 竜巻への配慮に関する説明

書」に基づき算出する設計荷重を考慮

し，主要構造の構造健全性を維持すると

ともに，個々の部材の破損により重大事

故等に対処するために必要な機能を損な

わない，また，設計飛来物の衝突に対

し，貫通及び裏面剥離の発生により重大

事故等に対処するために必要な機能を損

なわない設計とする。 

 竜巻による影響を考慮する常設重大事故

等対処設備の選定，要求機能及び性能目標

については，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 

重大事故等対処設備の設計方針」に示し，

竜巻による荷重に対する構造健全性評価，

設計飛来物の衝突に対する貫通，裏面剥離

に係る評価に係る評価方針については，

「Ⅴ－１－１－１－２－４－１ 竜巻への

配慮が必要な施設等の強度計算の方針」に

基づくものとし，評価条件及び評価結果を

「Ⅴ－１－１－１－２－４－２ 竜巻への

配慮が必要な施設等の強度計算書」に示

す。 

積雪荷重に対して常設重大事故等対処設

備を収納する建屋等及び屋外の常設重大事
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 246 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１ 自

然現象等への配慮に関する説明書」に基づき

算出する荷重を考慮し，機械的強度を有する

設計とする。積雪に対する設計は，構造物へ

の静的負荷として降下火砕物の堆積荷重の

影響を考慮する火山の影響に対する設計と

して確認する。 

降下火砕物による荷重に対して常設重大

事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外

の常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１

－１－４ 火山への配慮に関する説明書」に

基づき算出する荷重を考慮し，構造健全性を

維持する設計とする。 

 

降下火砕物による影響を考慮する常設重

大事故等対処設備の選定，要求機能及び性

能目標については，「Ⅴ－１－１－４－２

－１ 重大事故等対処設備の設計方針」に

示し，降下火砕物による荷重に対する構造

健全性評価に係る評価方針については，

「Ⅴ－１－１－１－４－４－１ 火山への

配慮が必要な施設の強度計算の方針」に基

づくものとし，評価条件及び評価結果を

「Ⅴ－１－１－１－４－４－２ 火山への

配慮が必要な施設の強度計算書」に示す。 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備については，

自然現象のうち，風(台風)，竜巻，積雪及

び火山の影響による荷重の評価を行い，そ
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 247 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

れぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せに

も機能を有効に発揮できる設計とする。 

風(台風)による荷重に対して可搬型重大

事故等対処設備を保管する建屋等は，「Ｖ－

１－１－１－１ 自然現象等への配慮に関

する説明書」に基づき算出する風荷重を考慮

し，機械的強度を有する設計とする。 

風(台風)による荷重に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１

－１ 自然現象等への配慮に関する説明書」

に基づき算出する風荷重を考慮し，必要によ

り当該設備又は当該設備を収納するものに

対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管

する設計とする。 

固縛する屋外の可搬型重大事故等対処設

備のうち，地震時の移動を考慮して地震後の

機能を維持する設備は，余長を有する固縛で

拘束することにより，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。ただ

し，竜巻の 大風速による風荷重を大きく下

回るため，竜巻に対する設計として確認す

る。 

 

竜巻による荷重に対して可搬型重大事

故等対処設備を収納する建屋等は，「Ⅴ－

１－１－１－２ 竜巻への配慮に関する

説明書」に基づき算出する設計荷重を考

慮し，主要構造の構造健全性を維持する

とともに，個々の部材の破損により重大

事故等に対処するために必要な機能を損
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 248 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

なわない，また，設計飛来物の衝突に対

し，貫通及び裏面剥離の発生により重大

事故等に対処するために必要な機能を損

なわない設計とする。 

 竜巻による荷重に対して屋外の可搬型

重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－１

－２ 竜巻への配慮に関する説明書」に

基づき算出する風荷重を考慮し，必要に

より当該設備又は当該設備を収納するも

のに対して転倒防止，固縛等の措置を講

じて保管する設計とする。 

 

竜巻による影響を考慮する可搬型重大事

故等対処設備の選定，要求機能及び性能目標

については，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重

大事故等対処設備の設計方針」に示し，竜巻

による荷重に対する構造健全性評価，設計飛

来物の衝突に対する貫通，裏面剥離に係る評

価に係る評価方針及び屋外の可搬型重大事

故等対処設備の固縛等に係る評価方針につ

いては，「Ⅴ－１－１－１－２－４－１－１ 

竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」及び「Ⅴ－１－１－１－２－４－１－２ 

屋外の重大事故等対処設備の固縛に関する

強度方針」に基づくものとし，評価条件及び

評価結果を「Ⅴ－１－１－１－２－４－２－

１ 竜巻への配慮が必要な施設の強度計算

書」及び「Ⅴ－１－１－１－２－４－２－２ 

屋外の重大事故等対処設備の固縛に関する

強度計算書」に示す。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 249 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

積雪荷重に対して可搬型重大事故等対処

設備を収納する建屋等は，「Ⅴ－１－１－１

－１ 自然現象等への配慮に関する説明書」

に基づき算出する荷重を考慮し，機械的強度

を有する設計とする。積雪に対する設計は，

構造物への静的負荷として降下火砕物の堆

積荷重の影響を考慮する火山の影響に対す

る設計として確認する。 

積雪荷重に対して屋外の可搬型重大事故

等対処設備は，除雪により重大事故等ヘの対

処に必要な機能を損なわない設計とする。除

雪については保安規定に定めて，管理する。 

降下火砕物による荷重に対して可搬型重

大事故等対処設備を収納する建屋等は，「Ⅴ

－１－１－１－４ 火山への配慮に関する

説明書」に基づき算出する荷重を考慮し，構

造健全性を維持する設計とする。 

降下火砕物による荷重に対して屋外の可

搬型重大事故等対処設備は，除灰及び屋内へ

の配備により重大事故等ヘの対処に必要な

機能を損なわない設計とする。除灰及び屋内

への配備については保安規定に定めて，管理

する。 

降下火砕物による影響を考慮する可搬型

重大事故等対処設備の選定，要求機能及び性

能目標については，「Ⅴ－１－１－４－２－

１ 重大事故等対処設備の設計方針」に示

し，降下火砕物による荷重に対する構造健全

性評価に係る評価方針については，「Ⅴ－１

－１－１－４－４－１ 火山への配慮が必
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 250 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

要な施設の強度計算の方針」に基づくものと

し，評価条件及び評価結果を「Ⅴ－１－１－

１－４－４－２ 火山への配慮が必要な施

設の強度計算書」に示す。 

 

c. 荷重の組み合わせ 

自然現象の組み合わせについては，「Ｖ

－１－１－１ 自然現象等による損傷の防

止に関する説明書」に示す考え方に基づい

て，地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山

の影響のそれぞれに対し，以下の組み合わ

せを考慮する。 

(a) 地震と風(台風) 

(b) 地震と積雪 

(c) 風(台風)と積雪 

(d) 風(台風)と火山の影響 

(e) 竜巻と積雪 

(f) 積雪と火山の影響 

「(a) 地震と風(台風)」及び「(b) 地

震と積雪」の荷重の組み合わせの考え方に

ついては，「Ⅲ－１ 耐震性に関する基本

方針」に示す。また，評価条件及び評価結

果を「Ⅲ－２ 耐震性に関する計算書」に

示す。 

「(c) 風(台風)と積雪」の荷重の組み合

わせの考え方については，「Ｖ－１－１－

１－１ 自然現象等への配慮に関する説明

書」に示す。ただし，風(台風)と積雪の重

ね合わせは，竜巻と積雪の重ね合わせに包

絡されるため，竜巻と積雪の重ね合わせに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.3 荷重の組合せ及び許容限界 

降下火砕物に対する防護設計を行うため

に，重大事故等対処設備及びそれらを収納す

る建屋等に作用する荷重の設定，組み合せ及

び許容限界は，「Ⅴ－１－１－４－２ 重大

事故等対処設備が使用される条件の下にお

ける健全性に関する説明書」の「4. 環境条

件等」の「(3)c. 荷重の組み合わせ」に基づ

き，「Ⅴ－１－１－１－４－１ 火山への配

慮に関する設計方針」の「2.1.3 荷重の組

合せ及び許容限界」及び以下を荷重の設定，

組合せ及び許容限界として設定する。 

その場合において「降下火砕物防護対象施

設等」を「重大事故等対処設備及びそれらを

収納する建屋等」に読み替えて適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 荷重の組合せ及び許容限界 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施

設に対する自然現象等による損傷の防止に

関する基本方針」の「4. 組合せ」で設定し

ている自然現象の組合せに従って，降下火砕

物，積雪及び風（台風）の荷重の組合せを考

慮する。 

 

構造物への荷重に対しては，降下火砕物に

よる荷重とその他の荷重の組合せを考慮し

て構造強度評価を行い，その結果がそれぞれ

定める許容限界以下となるよう設計する。 

建築基準法における積雪の荷重の考え方に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成の差異による

ものであるため，記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 251 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

関する評価条件及び評価結果を「Ⅴ－１－

１－１－２－４－２ 竜巻への配慮が必要

な施設等の強度計算書」に示す。 

「(d) 風(台風)と火山の影響」及び

「(f) 積雪と火山の影響」の荷重の組み合

わせの考え方については，「Ｖ－１－１－

１－４ 火山への配慮に関する説明書」に

示す。また，評価条件及び評価結果を「Ｖ

－１－１－１－４－４－２ 火山への配慮

が必要な施設の強度計算書」に示す。 

「(e) 竜巻と積雪」の荷重の組み合わせ

の考え方については，「Ｖ－１－１－１－

２ 竜巻への配慮に関する説明書」に示

す。また，評価条件及び評価結果を「Ⅴ－

１－１－１－２－４－２ 竜巻への配慮が

必要な施設等の強度計算書」に示す。 

 

 

d. 重大事故等時に生ずる荷重の組み合わ

せ 

重大事故等対処設備は，重大事故等時に

生ずる荷重及び自然現象(地震，風(台風)，

竜巻，積雪，火山の影響)による荷重の組み

合わせを考慮したとしても，重大事故等対

処設備の重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

具体的には，屋内の重大事故等対処設備

は，重大事故等時に生ずる荷重と自然現象

(地震)による荷重の組み合わせを考慮し，

重大事故等対処設備の重大事故等への対処

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準拠し，降下火砕物の降下から30日以内に降

下火砕物を適切に除去することを保安規定

に定め管理することで，降下火砕物による荷

重を短期に生じる荷重とし，設備及び防護対

策施設については，機能設計上の性能目標を

満足するようにおおむね弾性状態に留まる

ことを許容限界とする。 

また，建屋については，機能設計上の性能

目標を満足するように，建屋を構成する部位

ごとに応じた許容限界を設定する。 

 

【254／448】へ 

設計に用いる降下火砕物，積雪及び風

（台風）の組合せを考慮した荷重の算出に

ついては，添付書類「Ⅴ-3-別添2-1 火山

への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

及び添付書類「Ⅴ-3-別添2-2 防護対策施

設の強度計算の方針」に示す。 

 

 

a. 荷重の種類 

(a) 常時作用する荷重 

常時作用する荷重としては，持続的に生じ

る荷重である自重及び積載荷重を考慮する。 

 

(b) 降下火砕物による荷重 

湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷

重を考慮する。ただし，この荷重は短期荷重

とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 252 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

に必要な機能を損なわない設計とする。 

なお，重大事故等時に生ずる荷重と自然

現象(風(台風)，竜巻，積雪，火山の影響)

による荷重の組み合わせについては，自然

現象(風(台風)，竜巻，積雪，火山の影響)

による荷重の影響が建屋内に及ばないこ

と，重大事故等時に生ずる荷重が建屋外に

及ばないことから，重大事故等に生ずる荷

重と自然現象(風(台風)，竜巻，積雪，火山

の影響)による荷重が重なることはない。 

さらに，屋外の可搬型重大事故等対処設

備は，重大事故等時において，万が一，使

用中に機能を喪失した場合であっても，可

搬型重大事故等対処設備によるバックアッ

プが可能となるように位置的分散を考慮し

て可搬型重大事故等対処設備を複数保管す

る設計とすることにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

(4)  重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大事

故等が発生した場合においても操作及び復

旧作業に支障がないように，線量率の高くな

るおそれの少ない場所の選定，当該設備の設

置場所への遮蔽の設置等により当該設備の

設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を

受けない異なる区画若しくは離れた場所か

ら遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有

する緊急時対策所及び再処理施設の中央制

 

 

 

 

 

a. 重大事故等時に生ずる荷重と火山の影

響による荷重の組み合わせについては，火山

の影響による荷重の影響が建屋等内に及ば

ないこと，重大事故等時に生ずる荷重が建屋

外に及ばないことから，重大事故等に生ずる

荷重と火山の影響による荷重が重なること

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【252／448】から 

(e) 運転時の状態で作用する荷重 

運転時の状態で作用する荷重としては，

ポンプのスラスト荷重等の運転時荷重を

考慮する。 

 

(c) 積雪荷重 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施

設に対する自然現象等による損傷の防止に

関する基本方針」の「4. 組合せ」で設定し

ている自然現象の組合せに従って，積雪荷重

を考慮する。ただし，この荷重は短期荷重と

する。 

 

(d) 風荷重 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施

設に対する自然現象等による損傷の防止に

関する基本方針」の「4. 組合せ」で設定し

ている自然現象の組合せに従って，風荷重を

考慮する。ただし，この荷重は短期荷重とす

る。 

 

【252／448】へ 

(e) 運転時の状態で作用する荷重 

運転時の状態で作用する荷重としては，

ポンプのスラスト荷重等の運転時荷重を

考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉では，「Ⅴ－１－

１－２－１－１ 発電

用原子炉施設に対する

自然現象の等による損

傷の防止に関する基本

方針」で記載しており，

記載による差異はな

い。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 253 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

御室で操作可能な設計とする。 

(5) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合においても設

置及び常設設備との接続に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない設置

場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽

の設置等により当該設備の設置場所で操作

可能な設計，遮蔽設備を有する緊急時対策

所及び再処理施設の中央制御室で操作可能

な設計により，当該設備の設置及び常設設

備との接続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 荷重の組合せ 

(a) 降下火砕物の影響を考慮する施設にお

ける荷重の組合せとしては，設計に用いる常

時作用する荷重，降下火砕物による荷重，積

雪荷重，風荷重及び運転時の状態で作用する

荷重を適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

(253／448)へ 

(b) 常時作用する荷重，積雪荷重，風荷重

及び運転時の状態で作用する荷重につい

ては，組み合わせることで降下火砕物によ

る荷重の抗力となる場合には，保守的に組

合せないことを基本とする。 

 

(c) 設計に用いる降下火砕物による荷重，風

荷重及び積雪荷重については，対象とする 

施設の設置場所，その他の環境条件によって

設定する。 

 

(253／448)から 

(b) 常時作用する荷重，積雪荷重，風荷重

及び運転時の状態で作用する荷重につい

ては，組み合わせることで降下火砕物によ

る荷重の抗力となる場合には，保守的に組

合せないことを基本とする。 

 

詳細を展開する先の添

付書類の記載は，各方

針の後に記載すること

としたため，差異が生

じているが記載位置の

違いである。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 254 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【257／448】から 

地震については，基準地震動の震源と火山

とは十分な距離があることから独立事象

として扱いそれぞれの頻度が十分小さい

こと，火山性地震については火山と敷地と

は十分な距離があることから火山性地震

とこれに関連する事象による影響はない 

 

【251／448】から 

設計に用いる降下火砕物，積雪及び風

（台風）の組合せを考慮した荷重の算出に

ついては，添付書類「Ⅴ-3-別添2-1 火山

への配慮が必要な施設の強度計算の方針」

及び添付書類「Ⅴ-3-別添2-2 防護対策施

設の強度計算の方針」に示す。 

 

c. 許容限界 

降下火砕物による荷重及びその他の荷重

に対する許容限界は，「原子力発電所耐震設

計技術指針ＪＥＡＧ４６０１-1987」（（社）

日本電気協会）等の安全上適切と認められる

規格及び基準等で妥当性が確認されている

値を用いて，降下火砕物が堆積する期間を考

慮し設定する。 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影

響を考慮する施設の設計方針」の「3.2 影響

因子を考慮した施設分類」において選定する

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち，

設備及び防護対策施設については，当該構造
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 255 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.4 降下火砕物の影響に対する防護対

策方針 

「2.4.1.1 降下火砕物から防護する重大

事故等対処設備の設計方針」にて設定した重

大事故等対処設備について，降下火砕物を湿

潤状態とした場合における荷重，通常時に作

用している荷重，運転時荷重及び火山と同時

に発生し得る自然現象による荷重を組み合

わせたもの（以下「設計荷重(火山)」という。）

を踏まえた降下火砕物防護設計を実施する。 

降下火砕物防護設計として，設計荷重(火

山)に対する影響評価を実施することから，

物全体の変形能力に対して十分な余裕を有

するように，設備及び防護対策施設を構成す

る材料がおおむね弾性状態に留まることを

基本とする。 

構造物への静的負荷を考慮する施設のう

ち，建屋については，内包する防護すべき施

設に降下火砕物を堆積させない機能に加え

原子炉建屋原子炉棟は放射性物質の閉じ込

め機能及び放射線の遮蔽機能を維持できる

よう，建屋を構成する部位ごとに応じた許容

限界を設定する。 

許容限界の詳細については，添付書類「Ⅴ

-3-別添2-1 火山への配慮が必要な施設の強

度計算の方針」及び添付書類「Ⅴ-3-別添2-2 

防護対策施設の強度計算の方針」に示す。 

 

 

【255／448】から 

2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方

針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

章の構成として前段に

防護設計の実施及び対

象施設に関する記載を

展開した。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 256 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等対

処設備を選定する。 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備の選定については，「2.4.2 降下火

砕物の影響を考慮する重大事故等対処設備

の選定」に示す。 

「原子力発電所の火山影響評価ガイド」

(改正 令和元年12月18日 原規技発第

1912182号 原子力規制委員会)を参考に対象

とした降下火砕物による直接的影響及び間

接的影響に対して，降下火砕物の影響を考慮

する重大事故等対処設備は，「2.4.1.2 設計

に用いる降下火砕物特性」を踏まえ，重大事

故等対処設備の重大事故等への対処に必要

な機能を損なわないことを目的として，適切

な防護措置を講じる。 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備において，考慮する直接的影響因子

が異なることから，降下火砕物の影響を考慮

する設備ごとに影響因子との組合せを行う。 

 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備は，上記の影響因子との組合せを考

慮し，「2.4.1.2 設計に用いる降下火砕物特

性」にて設定している降下火砕物に対する降

下火砕物防護設計を実施する。 

降下火砕物防護設計にあたっては，

「2.4.1.3 荷重の組合せ及び許容限界」に

示すとおり，火山と同時に発生し得る自然現

象が与える影響を踏まえ，風(台風)及び積雪

 

 

降下火砕物の影響を考慮する施設の選

定については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降

下火砕物の影響を考慮する施設の選定」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

降下火砕物の影響を考慮する各施設に

おいて，考慮する直接的影響因子が異なる

ことから，降下火砕物の影響を考慮する施

設と影響因子との組合せを行う。 

 

選定した降下火砕物の影響を考慮する

施設及び影響因子について，「2.1.2 設計

に用いる降下火砕物特性」にて設定してい

る降下火砕物に対する火山防護設計を実

施する。 

設計は添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用

原子炉施設に対する自然現象等による損

傷の防止に関する基本方針」の「4. 組合

せ」で設定している自然現象の組合せに従
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 257 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

による荷重を考慮する。 

 

 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備と影響因子との関連については，

「2.4.3 降下火砕物の影響を考慮する重大

事故等対処設備の設計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 直接的影響に対する設計方針 

a. 構造物への静的負荷に対する設計方針 

重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－１

－４－１ 降下火砕物の影響に対する防護

対策方針」の「2.1.4 降下火砕物の影響に

対する防護対策方針」の「(1) 直接的影響

って，自然現象のうち，風（台風）及び積

雪の荷重との組合せを考慮する。 

 

降下火砕物の影響を考慮する施設と影

響因子との関連については，添付書類「Ⅴ

-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する

施設の設計方針」に示す。 

 

地震については，基準地震動の震源と火

山とは十分な距離があることから独立事

象として扱いそれぞれの頻度が十分小さ

いこと，火山性地震については火山と敷地

とは十分な距離があることから火山性地

震とこれに関連する事象による影響はな

いと判断し，地震との組合せを考慮しな

い。 

重大事故等対処設備は，添付書類「Ⅴ-

1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備

が使用される条件の下における健全性に

関する説明書」の環境条件を考慮し設計す

る。詳細な設計については，添付書類「Ⅴ

-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する

施設の設計方針」に示す。 

 

 (1) 設計方針 

a. 構造物への荷重に対する設計方針 

屋外に設置し，降下火砕物が堆積しやす

い構造を有する外部事象防護対象施設は，

降下火砕物による荷重，風（台風）及び積

雪を考慮した荷重に対し，その安全性を損
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 258 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

に対する設計方針」に基づき設計する。その

場合において「降下火砕物防護対象施設」を

「重大事故等対処設備」に，「燃料加工建屋」

を「建屋等」に，「安全機能」を「重大事故

等への対処に必要な機能」に，「降下火砕物

防護対象施設等」を「重大事故等対処設備及

びそれらを収納する建屋等」に読み替えて適

用する。加えて，屋外の重大事故等対処設備

の設計方針として，以下を考慮する。 

 

(a) 屋外の常設重大事故等対処設備は，降

下火砕物が堆積しやすい構造及び配置状況

の場合には設計荷重(火山)に対して，構造強

度評価を実施し，構造健全性を維持すること

により，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 屋外の可搬型重大事故等対処設備は，

降下火砕物が堆積しやすい構造及び配置状

況の場合には設計荷重(火山)に対して，除灰

及び屋内への配備を実施することにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわな

いよう維持する設計とする。除灰及び屋内へ

の配備を実施することについては，保安規定

なうおそれがない設計とする。なお，運用

により降下火砕物を適宜除去することか

ら，降下火砕物による荷重については複数

回堆積することを想定する。 

降下火砕物が堆積しやすい構造を有す

る降下火砕物より防護すべき施設を内包

する施設は，想定する降下火砕物による荷

重，風（台風）及び積雪を考慮した荷重に

対し，施設に内包される降下火砕物より防

護すべき施設の必要な機能を損なうおそ

れがない設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕

物堆積時において，降下火砕物による荷重

に対して，重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがない設計

とする。 

降下火砕物の荷重は湿潤状態の7355 

N/m2とする。なお，積雪単独の堆積荷重は

6003 N/m2（積雪量：30 cm）であるため，

積雪の設計は火山の設計に包絡される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅴ－１－１－４－２ 

重大事故等対処設備が

使用される条件の下に

おける健全性に関する

説明書」の設計方針を

本資料で詳細化してい

る。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 259 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

に定めて，管理する。 

 

詳細な設計方針については「2.4.3 降下

火砕物の影響を考慮する重大事故等対処設

備の設計方針」に示す。 

 

 

b. 構造物への粒子の衝突に対する設計方

針 

重大事故等対処設備を収納する建屋等，屋

外の重大事故等対処設備並びに重大事故等

対処設備及びそれらを収納する建屋等に波

及的影響を及ぼし得る施設は，構造物への降

下火砕物の粒子の衝突の影響により，重大事

故等対処設備の重大事故等対処設備の重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

なお，降下火砕物は微小な鉱物結晶で，砂

よりも硬度が低い特性を持つことから，建屋

等に対する降下火砕物の粒子の衝突の影響

は，「2.2.1 竜巻防護に関する基本方針」に

示す竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。 

 

c. 閉塞に対する設計方針 

閉塞に対する設計は，「Ⅴ―１－１―１―４

－１ 火山への配慮に関する基本方針」の

「2.1.4 降下火砕物の影響に対する防護対

策方針」の「(1)c. 閉塞に対する設計方針」

に基づき設計する。その場合において「降下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 閉塞に対する設計方針 

水循環系の閉塞を考慮する施設並びに

換気系，電気系及び計測制御系における閉

塞を考慮する施設は，想定する降下火砕物

による閉塞に対し，機能を損なうおそれが

ないよう閉塞しない設計とする。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 260 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

火砕物防護対象施設」を「重大事故等対処設

備」に，「安全機能」を「重大事故等への対

処に必要な機能」に，「燃料加工建屋」を「建

屋等」に，「非常用所内電源設備の非常用発

電機」を「緊急時対策建屋用発電機」読み替

えて適用する。 

 

d. 磨耗に対する設計方針 

摩耗に対する設計は，「Ⅴ―１－１―１―

４－１ 火山への配慮に関する基本方針」の

「2.1.4 降下火砕物の影響に対する防護対

策方針」の「(1)d．閉塞に対する設計方針」

に基づき設計する。その場合において「降下

火砕物防護対象施設」を「重大事故等対処設

備」に，「安全機能」を「重大事故等への対

処に必要な機能」に，「燃料加工建屋」を「建

屋等」に，「非常用所内電源設備の非常用発

電機」を「緊急時対策建屋用発電機」に読み

替えて適用する。 

 

 

 

e. 腐食に対する設計方針 

腐食に対する設計は，「Ⅴ－１－１－１－

４－１ 降下火砕物の影響に対する防護対

策方針」の「2.1.4 降下火砕物の影響に対

する防護対策方針」の「(1)e．腐食に対する

設計方針」に基づき設計する。その場合にお

いて「降下火砕物防護対象施設」を「重大事

故等対処設備」に，「安全機能」を「重大事故

 

 

 

 

 

 

 

c. 摩耗に対する設計方針 

水循環系，換気系，電気系及び計測制御

系における摩耗を考慮する施設は，想定す

る降下火砕物による摩耗に対し，機能を損

なうおそれがないよう摩耗しにくい設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 腐食に対する設計方針 

構造物，水循環系，換気系，電気系及び

計測制御系における腐食を考慮する施設

は，想定する降下火砕物による腐食に対

し，機能を損なうおそれがないよう腐食し

にくい設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕

物の降下時において，想定する降下火砕物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成の差異による

ものであるため，記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 261 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

等への対処に必要な機能」に，「降下火砕物

防護対象施設等」を「重大事故等対処設備及

びそれらを収納する建屋等」読み替えて適用

する。 

 

f. 敷地周辺の大気汚染に対する設計方針 

敷地周辺の大気汚染に対する設計は，「Ⅴ

―１－１―１―４－１ 火山への配慮に関

する基本方針」の「2.1.4 降下火砕物の影

響に対する防護対策方針」の「(1)f. 敷地

周辺の大気汚染」に基づき設計する。 

 

 

g. 絶縁低下に対する設計方針 

絶縁低下に対する設計は，「Ⅴ－１－１－

１－４－１ 降下火砕物の影響に対する防

護対策方針」の「2.1.4 降下火砕物の影響

に対する防護対策方針」の「(1)g． 絶縁低

下に対する設計方針」に基づき設計する。そ

の場合において「降下火砕物防護対象施設」

を「重大事故等対処設備」に，「焼結設備」を

「代替火災感知設備」に，「安全機能」を「重

大事故等への対処に必要な機能」に，「降下

火砕物防護対象施設等」を「重大事故等対処

設備及びそれらを収納する建屋等」に読み替

えて適用する。 

 

 

(2) 間接的影響に対する設計方針 

間接的影響に対する設計は，「Ⅴ－１－１

による腐食に対して，重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれ

がないよう腐食しにくい設計とする。 

 

 

e. 発電所周辺の大気汚染に対する設計方

針 

発電所周辺の大気汚染を考慮する施設

は，想定する降下火砕物による大気汚染に

対し，機能を損なうおそれがないよう降下

火砕物が侵入しにくい設計とする。 

 

 

f. 絶縁低下に対する設計方針 

絶縁低下を考慮する施設は，想定する降

下火砕物による絶縁低下に対し，機能を損

なうおそれがないよう降下火砕物が侵入

しにくい設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【202／448】から 

g. 間接的影響に対する設計方針 

間接的影響を考慮する施設は，想定する

 

 

 

資料構成の差異による

ものであるため，記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 262 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－１ 

－１－４－１ 降下火砕物の影響に対する

防護対策方針」の「2.1.4 降下火砕物の影

響に対する防護対策方針」の「(2) 間接的

影響に対する設計方針」に基づき設計する。

その場合において「安全機能」を「重大事故

等への対処に必要な機能」に，「非常用発電

機」を「補機駆動用燃料補給設備」に，「安

全上重要な施設」を「重大事故等対処設備」

に読み替えて適用する。 

 

 

 

 

(3) 必要な機能を損なわないための運用上

の措置 

火山に関する設計条件等に係る新知見の

収集及び火山に関する防護措置との組合せ

により重大事故等対処設備の重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわないための運

用上の措置として，「Ⅴ－１－１－１－４－

１ 降下火砕物の影響に対する防護対策方

針」の「2.1.4 降下火砕物の影響に対する

防護対策方針」の「(3) 必要な機能を損な

わないための運用上の措置」及び以下を考慮

する。その場合において「安全上重要な施設」

を「重大事故等対処設備」に読み替えて適用

する。 

・降灰時には，降下火砕物による静的負荷に

より屋外の可搬型重大事故等対処設備の

重大事故等への対処に必要な機能を損な

降下火砕物による間接的影響である長期

（7日間）の外部電源喪失，発電所外にお

ける交通の途絶及び発電所内における交

通の途絶によるアクセス制限事象に対し，

発電用原子炉及び使用済燃料プールの安

全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料構成の差異による

ものであるため，記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い 
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わないよう，除灰及び屋内への配備を実施

すること 

 

2.4.1.5   準拠規格 

準拠する規格，基準等は「Ⅴ－１－１－１

－４－１ 降下火砕物の影響に対する防護

対策方針」の「2.2 準拠規格」を適用する。 

 

 

 

 

 

 

2.2 適用規格 

適用する規格，基準等を以下に示す。 

(1) 建築基準法及び同施行令 

(2) 茨城県建築基準法等施行細則（昭和45年

3月9日茨城県規則第9号） 

(3) 鋼構造設計規準－許容応力度設計法－

（（社）日本建築学会，2005） 

(4) 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説

－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，

1999） 

(5) 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算

規準・同解説（（社）日本建築学会，2005） 

(6) 建築物荷重指針・同解説（（社）日本建

築学会，2004） 

(7) 鋼構造限界状態設計指針・同解説（（社）

日本建築学会，2010） 

(8) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡ

Ｇ４６０１-1987（（社）日本電気協会） 

(9) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度

分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-

1984（（社）日本電気協会） 

(10) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥ

ＡＧ４６０１-1991 追補版（（社）日本電気

協会） 

(11) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 

ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007（(社)日本機

械学会） 
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(12) 2015年版 建築物の構造関係技術基準

解説書（国土交通省国土技術政策総合研究

所・国立研究開発法人建築研究所 2015） 

(13) 新版機械工学便覧（1987年 日本機械学

会編） 

(14) 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能

の重要度分類に関する審査指針」（平成2 年

8 月30 日 原子力安全委員会） 

なお，「発電用原子力設備に関する構造等の

技術基準」（昭和55年通商産業省告示第501

号， 終改正平成15年7月29日経済産業省告

示第277号）に関する内容については，「発電

用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年

版（2007年追補版を含む））〈第Ⅰ編 軽水炉

規格〉ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ-1 2005/2007」（(社)

日本機械学会）に従うものとする。 
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2.4.2 降下火砕物の影響を考慮する重大事

故等対処設備の選定 

(1) 降下火砕物の影響を考慮する重大事故

等対処設備の選定の基本方針 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備は，重大事故等対処設備の設計方針

を踏まえて選定する。 

 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備は以下により選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山

への配慮に関する基本方針」に示す降下火砕

物の影響に対する設計方針を踏まえて，降下

火砕物の影響を考慮する施設の選定につい

て説明するもの 

である。 

 

 

 

 

2. 選定の基本方針 

降下火砕物の影響について評価を行う施

設（以下「降下火砕物の影響を考慮する施設」

という。）は，その設置状況や構造等により

以下のとおり選定する。 

 

 

 

降下火砕物より防護すべき施設のうち．外

部事象防護対象施設に係る降下火砕物の影

響を考慮する施設は以下により選定する。 

屋外に設置している外部事象防護対象施

設のうち，降下火砕物が堆積するものについ

ては，降下火砕物の影響を考慮する施設とし

て選定する。 

屋内に設置している外部事象防護対象施

設は，建屋にて防護されており直接降下火砕

物とは接触しないため，外部事象防護対象施

設の代わりに外部事象防護対象施設を内包

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外部事象防護対象施設

に係る記載は「Ⅴ－１

－１－１－４－２ 降

下火砕物の影響を考慮

する施設の選定」にて

示しているため，本書

類では，重大事故等対

処設備を対象に説明す

る。（以下，同様） 
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建屋等内の重大事故等対処設備は，建屋等

により降下火砕物の影響から防護されるこ

とから，重大事故等対処設備を収納する建屋

等を降下火砕物の影響を考慮する重大事故

等対処設備として選定する。 

 

降下火砕物を含む空気の流路となる重大

事故等対処設備を降下火砕物の影響を考慮

する重大事故等対処設備として選定する。 

 

 

外気から取り入れた建屋内の空気を機器

内に取り込む機構を有する重大事故等対処

設備を降下火砕物の影響を考慮する重大事

故等対処設備として選定する。 

 

 

屋外の重大事故等対処設備のうち，降下火

砕物が堆積するものについては，降下火砕物

の影響を考慮する重大事故等対処設備とし

て選定する。ただし，屋外に保管する可搬型

重大事故等対処設備は除灰，屋内への配備を

踏まえて降下火砕物の影響を考慮する重大

事故等対処設備としては選定しない。 

 

 

 

する建屋を降下火砕物の影響を考慮する施

設として選定する。 

【267／448】から 

屋内に設置している重大事故等対処設

備は，建屋にて防護されることから，重大

事故等対処設備の代わりに重大事故等対

処設備を内包する建屋を降下火砕物の影

響を考慮する施設として選定する。 

 

ただし，降下火砕物を取り込むおそれがあ

る屋内の外部事象防護対象施設については，

降下火砕物の影響を考慮する施設として選

定する。 

 

 

 

 

 

 

【267／448】から 

屋外に設置している重大事故等対処設

備は，直接降下火砕物と接触するため，降

下火砕物の影響を考慮する施設として選

定する。 

 

 

降下火砕物の影響による機能的な波及的

影響を考慮し，外部事象防護対象施設及び外

部事象防護対象施設を内包する建屋（以下
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また，重大事故等対処設備及びそれらを収

納する建屋等に波及的影響を及ぼし得る施

設として，施設の倒壊，転倒又は破損により，

重大事故等対処設備及びそれらを収納する

「外部事象防護対象施設等」という。）が，降

下火砕物の影響をうけた外部事象防護対象

施設以外の施設により機能的な波及的影響

を受けるおそれがある場合は，外部事象防護

対象施設等に影響を及ぼす可能性のある外

部事象防護対象施設以外の施設を，波及的影

響を及ぼし得る施設として選定する。 

降下火砕物より防護すべき施設のうち．重

大事故等対処設備に係る降下火砕物の影響

を考慮する施設は以下により選定する。 

【266／448】へ 

屋外に設置している重大事故等対処設

備は，直接降下火砕物と接触するため，降

下火砕物の影響を考慮する施設として選

定する。 

屋内に設置している重大事故等対処設

備は，建屋にて防護されることから，重大

事故等対処設備の代わりに重大事故等対

処設備を内包する建屋を降下火砕物の影

響を考慮する施設として選定する。 

外部事象防護対象施設の安全性を損なわ

ないように設置する防護対策施設は，降下火

砕物が堆積することを考慮し，降下火砕物の

影響を考慮する施設として選定する。 
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建屋等に機械的影響を及ぼす可能性がある

施設又は機能的影響を及ぼす可能性がある

施設を抽出し，降下火砕物の影響を考慮する

重大事故等対処設備として選定する。 

 

 

重大事故等対処設備に対する降下火砕物

の間接的影響を考慮し，MOX燃料加工施設の

安全性に間接的に影響を与える可能性があ

る施設を，降下火砕物の影響を考慮する重大

事故等対処設備として選定する。 

 

 

なお，内的事象を要因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備は，積

雪及び火山の影響により機能が損なわれる

場合，代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修理の対応を

行うこと，関連する工程の停止等又はこれら

を適切に組み合わせることにより，機能を損

なわない設計としていることから、降下火砕

物の影響を考慮する重大事故等対処設備と

して選定しない。 

 

なお，再処理施設にて設置されMOXにおい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

に合わせて説明する予定であり，次回以降の

 

 

 

 

 

降下火砕物より防護すべき施設に対する

降下火砕物の間接的影響を考慮し，発電用原

子炉及び使用済燃料プールの安全性に間接

的に影響を与える可能性がある非常用電源

設備を，降下火砕物の影響を考慮する施設と

して選定する。 
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申請で説明する。 

 

(2) 降下火砕物の影響を考慮する重大事故

等対処設備の選定 

「(1) 降下火砕物の影響を考慮する重大

事故等対処設備の選定の基本方針」を踏ま

え，以下のとおり降下火砕物の影響を考慮す

る重大事故等対処設備を選定する。 

a. 重大事故等対処設備を収納する建屋等 

建屋等内の重大事故等対処設備は，建屋等

にて防護されることから，重大事故等対処設

備の代わりに，重大事故等対処設備を収納す

る建屋等を降下火砕物の影響を考慮する重

大事故等対処設備として，以下のとおり選定

する。 

(a) 燃料加工建屋 

 

 

なお，再処理施設にて設置されMOXにおい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

に合わせて説明する予定であり，次回以降の

申請で説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 

「2. 選定の基本方針」に示す選定方針を

踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設

を以下のとおり選定する。 

(1) 外部事象防護対象施設 

 

【274／448】から 

(4) 降下火砕物より防護すべき施設を内

包する建屋＊ 

屋内に設置している降下火砕物より防

護すべき施設（外部事象防護対象施設及び

重大事故等対処設備）は，建屋にて防護さ

れており直接降下火砕物とは接触しない

ため，降下火砕物より防護すべき施設の代

わりに降下火砕物より防護すべき施設を

内包する建屋を，降下火砕物の影響を考慮

する施設として，以下のとおり選定する。 

a. 原子炉建屋付属棟（非常用ディーゼル

発電機他を内包する建屋） 

b. タービン建屋（放射性気体廃棄物処理

系隔離弁他を内包する建屋） 

c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋（使用済燃料

乾式貯蔵容器を内包する建屋） 

d. 排気筒モニタ建屋（排気筒モニタを内

包する建屋） 

注記 ＊：原子炉建屋原子炉棟は，屋外に

設置している外部事象防護対象施設とし

て選定する。緊急時対策所建屋について
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は，緊急時対策所遮蔽を屋外に設置してい

る重大事故等対処設備として選定する。 

 

a. 屋外に設置している外部事象防護対象施

設 

屋外に設置している外部事象防護対象施

設は直接降下火砕物の影響を受ける可能性

があるため，降下火砕物の影響を考慮する施

設として，以下のとおり選定する。 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

(c) 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

用海水ポンプ（以下「非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用海水ポンプ」という。） 

(d) 非常用ディーゼル発電機用海水ストレ

ーナ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機用海水ストレーナ（以下「非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ストレーナ」という。） 

(e) 非常用ディーゼル発電機吸気口及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機吸気口

（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気

口」という。） 

(f) 非常用ディーゼル発電機室ルーフベン

トファン及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機室ルーフベントファン（以下「非常
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 271 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 降下火砕物を含む空気の流路となる重

大事故等対処設備 

降下火砕物を含む空気の流路となる重大

事故等対処設備については，直接降下火砕物

の影響を受ける可能性があるため，降下火砕

物の影響を考慮する重大事故等対処設備と

して選定する。 

 

なお，再処理施設にて設置されMOXにおい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

に合わせて説明する予定であり，次回以降の

申請で説明する。 

 

 

 

 

 

 

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）室ルーフベントフ

ァン」という。） 

(g) 中央制御室換気系冷凍機 

(h) 主排気筒 

(i) 非常用ガス処理系排気筒 

(j) 放水路ゲート 

(k) 排気筒モニタ 

(l) 原子炉建屋原子炉棟 

 

b. 降下火砕物を含む海水の流路となる外部

事象防護対象施設 

降下火砕物を含む海水の流路となる外部

事象防護対象施設については，直接降下火砕

物の影響を受ける可能性があるため，降下火

砕物の影響を考慮する施設として，以下のと

おり選定する。 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナ 

(e) 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空

調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器） 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 272 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c．外気から取り入れた建屋等内の空気を機

器内に取り込む機構を有する重大事故等対

処設備 

建屋等内の重大事故等対処設備のうち，外

気から取り入れた建屋等内の空気を機器内

に取り込む機構を有する重大事故等対処設

備については，降下火砕物の影響を受ける可

能性があるため，降下火砕物の影響を考慮す

る重大事故等対処設備として，以下のとおり

選定する。 

(a) 代替火災感知設備のうち，空気を取り

込む機構を有する制御盤及び監視盤 

 

なお，再処理施設にて設置されMOXにおい

 

c. 降下火砕物を含む空気の流路となる外部

事象防護対象施設 

降下火砕物を含む空気の流路となる施設

については，直接降下火砕物の影響を受ける

可能性があるため，降下火砕物の影響を考慮

する施設として，以下のとおり選定する。 

(a) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。） 

(b) 換気空調系設備（外気取入口） 

・中央制御室換気空調系 

・ディーゼル発電機室換気系 

(c) 主排気筒 

(d) 非常用ガス処理系排気筒 

(e) 排気筒モニタ 

 

d. 外気から取り入れた屋内の空気を機器内

に取り込む機構を有する外部事象防護対象

施設 

屋内に設置している外部事象防護対象施

設のうち，屋内の空気を機器内に取り込む機

構を有する施設については，降下火砕物の影

響を受ける可能性があるため，降下火砕物の

影響を考慮する施設として，以下のとおり選

定する。 

(a) 計測制御設備（安全保護系） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設の違いによるもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 273 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－２ 

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

に合わせて説明する予定であり，次回以降の

申請で説明する。 

 

 

 

d. 屋外の常設重大事故等対処設備 

屋外の常設重大事故等対処設備は，直接降

下火砕物と接触するため，降下火砕物の影響

を考慮する重大事故等対処設備として選定

する。 

 

なお，再処理施設にて設置されMOXにおいて

共用する重大事故等対処設備及びそれらを

収納する建屋等については，設備毎の申請に

合わせて説明する予定であり，次回以降の申

請で説明する。 

 

 

 

 

e. 重大事故等対処設備及びそれらを収納

する建屋等に波及的影響を及ぼし得る施設 

重大事故等対処設備及びそれらを収納す

る建屋等に対して，破損に伴う倒壊又は転倒

による機械的影響を及ぼし得る施設及び付

属施設の破損による機能的影響を及ぼし得

る施設を重大事故等対処設備及びそれらを

収納する建屋等に波及的影響を及ぼし得る

 

 

 

 

 

 

 

【273/448】から 

(3) 重大事故等対処設備 

a. 屋外に設置している重大事故等対処設

備 

屋外に設置している重大事故等対処設

備は，直接降下火砕物と接触するため，降

下火砕物の影響を考慮する施設として選

定する。 

具体的な重大事故等対処設備については，

添付書類「Ⅴ-1-1-2-別添1 屋外に設置す

る重大事故等対処設備の抽出」に示す。 

 

 

 

 

 (2) 外部事象防護対象施設等に波及的影響

を及ぼし得る施設 

外部事象防護対象施設等に影響を及ぼす

可能性のある外部事象防護対象施設以外の

施設を降下火砕物の影響を考慮する施設と

して，以下のとおり選定する。 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 274 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－２ 

施設として抽出する。 

 

(a) 機械的影響を及ぼし得る施設 

倒壊又は転倒により重大事故等対処設備

及びそれらを収納する建屋等に機械的影響

を及ぼし得る施設としては，施設高さが低い

施設は倒壊しても重大事故等対処設備及び

それらを収納する建屋等に影響を与えない

ため，当該施設の高さと重大事故等対処設備

及びそれらを収納する建屋等までの 短距

離を比較することにより選定する。 

なお，気体廃棄物の廃棄設備の排気筒は，

当該施設の高さが重大事故等対処設備及び

それらを収納する建屋等までの 短距離よ

りも大きいが，排気のために空気を噴き上げ

ていること及び中空円形のため堆積面積が

小さいことから，降下火砕物により倒壊しな

いため，機械的影響を及ぼし得る施設として

選定しない。 

上記のことから，機械的影響を及ぼし得る

施設に該当する施設はない。 

 

(b) 機能的影響を及ぼし得る施設 

機能的影響を及ぼし得る施設については，

再処理施設にて設置され MOX において共用

する重大事故等対処設備及びそれらを収納

する建屋等の申請に合わせて次回以降の申

請で説明する。 

 

 

器及び排気管 

b. 海水取水設備（除塵装置） 

c. 換気空調設備（外気取入口） 

 

【274/448】へ 

(3) 重大事故等対処設備 

a. 屋外に設置している重大事故等対処設

備 

屋外に設置している重大事故等対処設

備は，直接降下火砕物と接触するため，降

下火砕物の影響を考慮する施設として選

定する。 

具体的な重大事故等対処設備については，

添付書類「Ⅴ-1-1-2-別添1 屋外に設置す

る重大事故等対処設備の抽出」に示す。 

 

【269／448】から 

(4) 降下火砕物より防護すべき施設を内

包する建屋＊ 

屋内に設置している降下火砕物より防

護すべき施設（外部事象防護対象施設及び

重大事故等対処設備）は，建屋にて防護さ

れており直接降下火砕物とは接触しない

ため，降下火砕物より防護すべき施設の代

わりに降下火砕物より防護すべき施設を

内包する建屋を，降下火砕物の影響を考慮

する施設として，以下のとおり選定する。 

a. 原子炉建屋付属棟（非常用ディーゼル

発電機他を内包する建屋） 

 
資料構成の差異による

ものであるため，記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 275 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 間接的影響を考慮する施設 

間接的影響を考慮する施設については，補

機駆動用燃料補給設備の申請に合わせて次

回以降の申請で説明する 

 

 

 

 

 

b. タービン建屋（放射性気体廃棄物処理

系隔離弁他を内包する建屋） 

c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋（使用済燃料

乾式貯蔵容器を内包する建屋） 

d. 排気筒モニタ建屋（排気筒モニタを内

包する建屋） 

注記 ＊：原子炉建屋原子炉棟は，屋外に

設置している外部事象防護対象施設とし

て選定する。緊急時対策所建屋について

は，緊急時対策所遮蔽を屋外に設置してい

る重大事故等対処設備として選定する。 

 

 

 

(5) 防護対策施設 

外部事象防護対象施設の安全性を損なわ

ないように設置する防護対策施設を，降下火

砕物の影響を考慮する施設として，以下のと

おり選定する。 

a. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

 

(6) 間接的影響を考慮する施設 

想定する降下火砕物に対し，発電用原子炉

及び使用済燃料プールの安全性に間接的に

影響を与える可能性がある非常用電源設備

を，降下火砕物の影響を考慮する施設とし

て，以下のとおり選定する。 

a. 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機（以下「非常用デ
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 276 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）」という。） 

b. 軽油貯蔵タンク 

c. 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料移送ポンプ（以下「非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）燃料移送ポンプ」という。） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
資料構成の差異による

ものであるため，記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 277 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 降下火砕物の影響を考慮する重大事

故等対処設備の設計方針 

2.4.3.1 設計の基本方針 

 

MOX燃料加工施設に影響を与える可能性が

ある火山事象の発生により，「2.4.1 火山

防護に関する基本方針」にて設定している重

大事故等対処設備がその重大事故等への対

処に必要な機能を損なわないよう，降下火砕

物の影響を考慮する重大事故等対処設備の

設計を行う。 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備は，「2.4.1 火山防護に関する基

本方針」にて設定している降下火砕物に対し

て，その機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する

施設の設計方針 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山

への配慮に関する基本方針」に示す降下火砕

物の影響に対する設計方針を踏まえて，降下

火砕物の影響を考慮する施設の影響因子と

の組合せ，施設分類，要求機能及び性能目標

を明確にし，各施設分類の機能設計に関する

設計方針について説明するものである。 

 

 

 

2. 設計の基本方針 

 

発電所に影響を与える可能性がある火山

事象の発生により，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 

火山への配慮に関する基本方針」にて設定し

ている降下火砕物より防護すべき施設がそ

の安全機能又は重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なうおそれがないように

するため，降下火砕物の影響を考慮する施設

の設計を行う。降下火砕物の影響を考慮する

施設は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配

慮に関する基本方針」にて設定している降下

火砕物に対して，その機能が維持できる設計

とする。 

 

降下火砕物の影響を考慮する施設の設計

に当たっては，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料構成の差異による

ものであるため，記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 278 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備の設計に当たっては，「2.4.2 降

下火砕物の影響を考慮する重大事故等対処

設備の選定」にて選定している設備を踏まえ

て，影響因子ごとに設備を分類する。その設

備分類及び「2.4.1 火山防護に関する基本

方針」にて設定している火山防護設計の目的

を踏まえて，設備分類ごとに要求機能を整理

するとともに，設備ごとに機能設計上の性能

目標及び構造強度設計上の性能目標を定め

る。 

 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備の機能設計上の性能目標を達成す

るため，設備分類ごとに各機能の設計方針を

示す。 

なお，降下火砕物の影響を考慮する重大事

故等対処設備が構造強度設計上の性能目標

を達成するための構造強度の設計方針等に

ついては，「Ⅴ－１－１－１－４－４－１ 

火山への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」に示し，強度計算の方法及び結果につい

ては，「Ⅴ－１－１－１－４－４－２ 火山

への配慮が必要な施設の強度計算書」に示

す。 

 

 

 

 

 

下火砕物の影響を考慮する施設の選定」にて

選定している施設を踏まえて，影響因子ごと

に施設を分類する。その施設分類及び添付書

類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基

本方針」にて設定している火山防護設計の目

的を踏まえて，施設分類ごとに要求機能を整

理するとともに，施設ごとに機能設計上の性

能目標及び構造強度設計上の性能目標を定

める。 

 

 

 

降下火砕物の影響を考慮する施設の機能

設計上の性能目標を達成するため，施設分類

ごとに各機能の設計方針を示す。 

 

なお，降下火砕物の影響を考慮する施設が

構造強度設計上の性能目標を達成するため

の構造強度の設計方針等については，添付書

類「Ⅴ-3-別添 2-1 火山への配慮が必要な施

設の強度計算の方針」及び添付書類「Ⅴ-3-

別添 2-2 防護対策施設の強度計算の方針」

に示し，強度計算の方法及び結果について

は，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1-1 残留熱除去

系海水系ポンプの強度計算書」から添付書類

「Ⅴ-3-別添 2-1-7 建屋の強度計算書」及び

添付書類「Ⅴ-3-別添 2-2-1 防護対策施設の

強度計算書」に示す。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等対

処設備の設計フローを第 2.4.3.1-1 図に示

す。 

第 2.4.3.1-1 図 重大事故等対処設備の設

計フロー 

 

 

2.4.3.2 設備分類 

「2.4.2 降下火砕物の影響を考慮する重

大事故等対処設備の選定」で選定した降下火

砕物の影響を考慮する重大事故等対処設備

において，考慮する直接的影響因子が異なる

ことから，降下火砕物の影響を考慮する重大

事故等対処設備と影響因子との関連につい

て整理した上で，直接的影響及び間接的影響

に対する各設備分類を以下に示す。 

 

2.4.3.2.1 降下火砕物の影響を考慮する重

 

降下火砕物の影響を考慮する施設の設計フ

ローを図 2-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 施設分類 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影

響を考慮する施設の選定」で抽出した降下火

砕物の影響を考慮する各施設において，考慮

する直接的影響因子が異なることから，降下

火砕物の影響を考慮する施設と影響因子と

の関連について整理した上で，直接的影響及

び間接的影響に対する 

各施設分類を以下に示す。 

 

3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影

響因子との関連 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

大事故等対処設備と影響因子との関連 

設計にて考慮すべき直接的影響因子につ

いては，「Ⅴ－１－１－１－４－３ 降下火

砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の

「3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と

影響因子との関連」に基づき設定する。 

 

 

 

(1)  構造物への静的負荷 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備のうち，重大事故等対処設備を収納

する建屋等，屋外の常設重大事故等対処設備

並びに重大事故等対処設備及びそれらを収

納する建屋等に波及的影響を及ぼし得る施

設については，降下火砕物の堆積に対して，

降下火砕物が堆積しやすい構造及び設置状

況の場合には静的負荷による影響を考慮す

るため，構造物への静的負荷を影響因子とし

て設定する。 

 

(2)  構造物への粒子の衝突 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備のうち，重大事故等対処設備を収納

する建屋等，屋外の常設重大事故等対処設備

並びに及び重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等に波及的影響を及ぼし得

る施設については，粒子の衝突による影響を

考慮するため，構造物への粒子の衝突を影響

因子として設定する。 

設計に考慮すべき直接的影響因子につい

ては，降下火砕物の特徴から以下のものが考

えられる。 

降下火砕物はマグマ噴出時に粉砕，急冷し

たガラス片，鉱物結晶片からなる粒子であ

り，堆積による構造物への荷重並びに施設へ

の取り込みによる閉塞及び摩耗が考えられ

る。また，降下火砕物には亜硫酸ガス，硫化

水素及びフッ化水素等の火山ガス成分が付

着しているため，施設への接触による腐食及

び施設への取り込みによる大気汚染が考え

られる。さらに，降下火砕物は水に濡れると

酸性を呈し導電性を生じるため，絶縁低下が

考えられる。 

これらの直接的影響因子を踏まえ，間接的

影響を考慮する施設以外の降下火砕物の影

響を考慮する施設の形状，機能に応じて，影

響因子を設定する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設

のうち屋外に設置している施設，外部事象防

護対象施設を内包する建屋並びに防護対策

施設については，降下火砕物が堆積しやすい

構造を有する場合には荷重による影響を考

慮するため，構造物への荷重を影響因子とし

て設定する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設

のうち，降下火砕物を含む海水の流路となる

水循環系の施設については，閉塞による影響

 
 
資料構成の差異による

ものであるため，記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

なお，降下火砕物は微小な鉱物結晶で，砂

よりも硬度が低い特性を持つことから，降下

火砕物の粒子の衝突の影響は，「2.2.1 竜巻

防護に関する基本方針」に示す竜巻の設計飛

来物の影響に包絡される。 

 

(3)  閉塞 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備のうち，降下火砕物を含む空気の流

路となる重大事故等対処設備及び屋外の重

大事故等対処設備については，閉塞による影

響を考慮するため，構造物，換気系及び電気

系における閉塞を影響因子として設定する。 

 

(4)  磨耗 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備のうち，降下火砕物を含む空気の流

路となる重大事故等対処設備及び屋外の重

大事故等対処設備については，磨耗による影

響を考慮するため，構造物，換気系及び電気

系における磨耗を影響因子として設定する。 

 

(5)  腐食 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備のうち，重大事故等対処設備を収納

する建屋等，降下火砕物を含む空気の流路と

なる重大事故等対処設備，屋外の重大事故等

対処設備並びに重大事故等対処設備及びそ

れらを収納する建屋等に波及的影響を及ぼ

し得る施設については，腐食による影響を考

を考慮するため，水循環系の閉塞を影響因子

として設定する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設

のうち，降下火砕物を含む空気の流路となる

換気系，電気系及び計測制御系の施設につい

ては，閉塞に添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下

火砕物の影響を考慮する施設の選定」よる影

響を考慮するため，換気系，電気系及び計測

制御系における閉塞を影響因子として設定

する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設

のうち，降下火砕物を含む海水の流路となる

水循環系の施設，空気を取り込みかつ摺動部

を有する換気系，電気系及び計測制御系の施

設については，摩耗による影響を考慮するた

め，水循環系，換気系，電気系及び計測制御

系における摩耗を影響因子として設定する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設

のうち屋外に設置している施設，降下火砕物

を含む海水の流路となる水循環系の施設，降

下火砕物を含む空気の流路となる換気系，電

気系及び計測制御系の施設並びに外部事象

防護対象施設を内包する建屋並びに防護対

策施設については，腐食による影響を考慮す

るため，構造物，水循環系，換気系，電気系

及び計測制御系における腐食を影響因子と

して設定する。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

慮するため，構造物，換気系，電気系におけ

る腐食を影響因子として設定する。 

 

(6)  敷地周辺の大気汚染 

敷地周辺の大気汚染については，降下火砕

物の影響を考慮する重大事故等対処設備の

うち，緊急時対策所については，大気汚染に

よる影響を考慮するため，敷地周辺の大気汚

染を影響因子として設定する。 

 

(7)  絶縁低下 

外気から取り入れた建屋等内の空気を機

器内に取り込む機構を有する重大事故等対

処設備については，絶縁低下による影響を考

慮するため，絶縁低下を影響因子として設定

する。 

 

降下火砕物の影響を考慮する重大事故等

対処設備の特性を踏まえて必要な設計項目

を選定した結果を第 2.4.3.2.1 表に示す。 

 

そ の 結 果 を 踏 ま え ， 設 備 の 分 類 を

「2.4.3.2.2 影響因子を考慮した設備分

類」に示す。 

 

 

 

 

 

 

中央制御室については，大気汚染による影

響を考慮するため，発電所周辺への大気汚染

を影響因子として設定する。 

外部事象防護対象施設のうち空気を取り

込む機構を有する計測制御設備（安全保護

系）については，絶縁低下による影響を考慮

するため，絶縁低下を影響因子として設定す

る。 

設定した影響因子と間接的影響を考慮す

る施設以外の降下火砕物の影響を考慮する

施設との組合せを整理する。 

放水路ゲートは，津波の流入を防ぐための

閉止機能を有している。火山の影響を起因と

して津波が発生することはないが，独立事象

としての重畳の可能性を考慮し，安全上支障

のない期間に補修等の対応を行うことで，安

全機能を損なわない設計とする。 

排気筒モニタは，放射性気体廃棄物処理施

設の破損の検出手段として期待している。火

山の影響を起因として放射性廃棄物処理施

設の破損が発生することはないが，独立事象

としての重畳の可能性を考慮し，排気筒モニ

タを内包する排気筒モニタ建屋も含め安全

上支障のない期間に補修等の対応を行うこ

とで，降下火砕物の影響を受けない設計とす

る。 

降下火砕物の影響を考慮する施設（屋外の

重大事故等対処設備及び間接的影響を考慮

する施設を除く。）の特性を踏まえて必要な

設計項目を選定した結果を表 3-1 に示す。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

574



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 283 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.2.2 影響因子を考慮した設備分類 

降下火砕物により直接的影響を考慮するz

重大事故等対処設備に対する各設備の分類

を以下のとおりとする。 

 

 

(1) 構造物への静的負荷を考慮する重大事

故等対処設備 

a. 重大事故等対処設備を収納する建屋等 

(a) 燃料加工建屋 

 

上記以外の施設については，各設備の申請

に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

その結果を踏まえ，間接的影響を考慮する施

設を含めた施設の分類を「3.2 影響因子を考

慮した施設分類」に示す。 

屋外に設置又は保管している重大事故等

対処設備については，火山事象が重大事故等

の起因とならないこと及び重大事故等時に

火山事象が発生することは考えにくいため，

設備を使用していない保管時を考慮するこ

ととし，閉塞，摩耗，大気汚染及び絶縁低下

については降下火砕物の影響を受けず，荷

重，腐食については保安規定に降下火砕物を

適宜除去することを定め，管理することで，

降下火砕物の影響を受けない設計とする。 

 

 

 

3.2 影響因子を考慮した施設分類 

降下火砕物により直接的影響を考慮する

施設及び間接的影響を考慮する施設に対す

る各施設の分類を以下のとおりとする。 

 

 

(1) 構造物への静的負荷を考慮する施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設の違いによるもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 284 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) 構造物，換気系及び電気系における閉

塞を考慮する重大事故等対処設備 

 各設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストレーナ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ル

ーフベントファン 

g. 中央制御室換気系冷凍機 

h. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消

音器及び排気管 

i. 原子炉建屋原子炉棟 

j. 原子炉建屋付属棟 

k. タービン建屋 

l. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

m. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

 

(2) 水循環系の閉塞を考慮する施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナ 

e. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含 

む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換器，空

調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 285 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 構造物，換気系及び電気系における磨

耗を考慮する重大事故等対処設備 

各設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器） 

f. 海水取水設備（除塵装置） 

 

(3) 換気系，電気系及び計測制御系における

閉塞を考慮する施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。） 

e. 主排気筒 

f. 非常用ガス処理系排気筒 

g. 換気空調設備（外気取入口） 

 

(4) 水循環系，換気系，電気系及び計測制御

系における摩耗を考慮する施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。） 

f. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 286 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

(4)  構造物，換気系及び電気系における腐

食を考慮する重大事故等対処設備 

a. 重大事故等対処設備を収納する建屋等 

(a) 燃料加工建屋 

 

 

 

上記以外の施設については，各設備の申請

に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換

器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング

系冷却器） 

g. 海水取水設備（除塵装置） 

 

(5) 構造物，水循環系，換気系，電気系及び

計測制御系における腐食を考慮する施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルー

フベントファン 

g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。） 

h. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換

器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング

系冷却器） 

i. 中央制御室換気系冷凍機 

j. 主排気筒 

 
 
 
 
 
 
 
 
施設の違いによるもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 287 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 敷地周辺の大気汚染を考慮する重大事

故等対処設備 

各設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

(6)  電気系及び計装制御系の絶縁低下を考

慮する重大事故等対処設備 

a． 外気から取り入れた建屋内の空気を機

器内に取り込む機構を有する重大事故等対

処設備 

(a) 代替火災感知設備のうち，空気を取り

込む機構を有する制御盤及び監視盤 

 

なお，再処理施設にて設置されMOXにおい

て共用する重大事故等対処設備及びそれら

を収納する建屋等については，設備毎の申請

に合わせて説明する予定であり，次回以降の

k. 非常用ガス処理系排気筒 

l. 計測制御設備（安全保護系） 

m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消

音器及び排気管 

n. 海水取水設備（除塵装置） 

o. 換気空調設備（外気取入口） 

p. 原子炉建屋原子炉棟 

q. 原子炉建屋付属棟 

r. タービン建屋 

s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

 

(6) 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 

a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 

 

 

 

 (7) 絶縁低下を考慮する施設 

a. 計測制御設備（安全保護系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設の違いによるもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 288 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

申請で説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.3 要求機能及び性能目標 

火山事象の発生に伴い，重大事故等対処設

備の重大事故等への対処に必要な機能を損

なわないよう火山防護設計を行う重大事故

等対処設備を「2.4.3.2 設備分類」におい

て，構造物への静的負荷を考慮する重大事故

等対処設備，構造物，換気系，電気系及び計

装制御系における腐食を考慮する重大事故

等対処設備及び絶縁低下を考慮する重大事

故等対処設備に分類している。 

これらを踏まえ，設備分類ごとに要求機能

を整理するとともに，機能設計上の性能目標

及び構造強度設計上の性能目標を設定する。 

 

 

 

 

 

 

(8) 間接的影響を考慮する施設 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。） 

b. 軽油貯蔵タンク 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）燃料移

送ポンプ 

 

 

 

 

4. 要求機能及び性能目標 

火山事象の発生に伴い，外部事象防護対象

施設の安全性を損なうおそれがないよう，

また，重大事故等対処設備の重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるお

それがないよう火山防護設計を行う施設を

「3. 施設分類」において，構造物への荷重

を考慮する施設，水循環系の閉塞を考慮す

る施設，換気系，電気系及び計測制御系に

おける閉塞を考慮する施設，水循環系，換

気系，電気系及び計測制御系における摩耗

を考慮する施設，構造物，水循環系，換気

系，電気系及び計測制御系における腐食を

考慮する施設，発電所周辺の大気汚染を考

慮する施設，絶縁低下を考慮する施設及び

間接的影響を考慮する施設に分類してい

る。これらを踏まえ，施設分類ごとに要求
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 289 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

(1) 構造物への静的負荷を考慮する重大事

故等対処設備 

a.施設 

 (a) 重大事故等対処設備を収納する建屋

等 

イ．燃料加工建屋 

 

上記以外の施設については，各設備の申請

に合わせて次回以降に詳細を説明する 

 

 

(b) 屋外の常設重大事故等対処設備 

各設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能を整理するとともに，機能設計上の性

能目標及び構造強度設計上の性能目標を設

定する。 

 

4.1 構造物への荷重を考慮する施設 

(1) 施設 

設備，建屋及び防護対策施設に分類する。 

a. 設備 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海

水ポンプ 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海

水ストレーナ 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気

口 

(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ル

ーフベントファン 

(g) 中央制御室換気系冷凍機 

(h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気

消音器及び排気管 

b. 建屋 

(a) 原子炉建屋原子炉棟 

(b) 原子炉建屋付属棟 

(c) タービン建屋 

 
 
 
 
 
 
施設の違いによるもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 290 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

b.要求機能 

構造物への静的負荷を考慮する重大事故

等対処設備のうち，重大事故等対処設備を収

納する建屋等は，設計荷重(火山)を考慮した

場合においても，重大事故等対処設備が要求

される機能を損なわないよう，建屋等内の重

大事故等対処設備に降下火砕物の堆積によ

る荷重が作用することを防止することが要

求される。 

構造物への静的負荷を考慮する重大事故

等対処設備のうち，屋外の常設重大事故等対

処設備については各設備の申請に合わせて

次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

c. 防護対策施設 

(a) 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

 

(2) 要求機能 

a. 設備 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち

設備は，想定する降下火砕物による荷重に

対し，積雪及び風（台風）の荷重を考慮し

た場合においても，その安全性を損なうお

それがないことが要求される。 

b. 建屋 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち

建屋は，想定する降下火砕物による荷重に

対し，積雪及び風（台風）の荷重を考慮し

た場合においても，降下火砕物より防護す

べき施設が要求される機能を損なうおそれ

がないよう，建屋に内包する降下火砕物よ

り防護すべき施設に降下火砕物による荷重

が作用することを防止することが要求され

る。また，原子炉建屋原子炉棟について

は，上記に加え，放射性物質の閉じ込め機

能及び放射線の遮蔽機能に影響を与えない

ことが要求される。 

c. 防護対策施設 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち

防護対策施設は，想定する降下火砕物によ

る荷重に対し，積雪及び風（台風）の荷重

を考慮した場合においても，外部事象防護

対象施設が要求される機能を損なうおそれ
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 291 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

c. 性能目標 

(a)  重大事故等対処設備を収納する建屋

等 

重大事故等対処設備を収納する建屋等は，

設計荷重(火山)に対し，「Ⅴ－１－１－１－

４－１ 降下火砕物の影響に対する防護対

策方針」の「4.1 降下火砕物の影響に対す

る防護対策方針」の「(3)a. (a) 燃料加工

建屋」を機能設計及び構造強度設計上の性能

目標とする。その場合において「降下火砕物

防護対象施設」を「重大事故等対処設備」に

読み替えて適用する。 

 

(b) 屋外の常設重大事故等対処設備 

 屋外の常設重大事故等対処設備の申請に

合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

(2) 構造物，換気系及び電気系における

閉塞を考慮する重大事故等対処設備 

各設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

 

がないよう，防護対策施設を設置する外部

事象防護対象施設に降下火砕物による荷重

が作用することを防止することが要求され

る。 

 

(3) 性能目標 

a. 設備 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する

降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷

重に対し，残留熱除去系負荷を冷却する機

能を維持することを機能設計上の性能目標

とする。 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する

降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷

重に対し，降下火砕物堆積時の機能維持を

考慮して，海水ポンプ室床面のコンクリー

ト基礎に基礎ボルトで固定し，残留熱除去

系海水系ポンプの主要な構造部材が構造健

全性を維持する設計とすることを構造強度

設計上の性能目標とする。 

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定

する降下火砕物，積雪及び風（台風）によ

る荷重に対し，残留熱除去系負荷を冷却す

る機能を維持することを機能設計上の性能

目標とする。 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定

する降下火砕物，積雪及び風（台風）によ

る荷重に対し，降下火砕物堆積時の機能維

 
 
 
 
 
施設の違いによるもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

(3) 構造物，換気系及び電気系における

磨耗を考慮する重大事故等対処設備 

各設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンク

リート基礎に基礎ボルトで固定し，残留熱

除去系海水系ストレーナの主要な構造部材

が構造健全性を維持する設計とすることを

構造強度設計上の性能目標とする。 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海

水ポンプ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプは，想定する降下火砕物，積雪及び

風（台風）による荷重に対し，ディーゼル

発電機補機を冷却する機能を維持すること

を機能設計上の性能目標とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプは，想定する降下火砕物，積雪及び

風（台風）による荷重に対し，降下火砕物

堆積時の機能維持を考慮して，海水ポンプ

室床面のコンクリート基礎に基礎ボルトで

固定し，非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水ポンプの主要な構造部材が構造健全

性を維持する設計とすることを構造強度設

計上の性能目標とする。 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海

水ストレーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストレーナは，想定する降下火砕物，積雪

及び風（台風）による荷重に対し，ディー

ゼル発電機補機を冷却する機能を維持する

ことを機能設計上の性能目標とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用スト

レーナは，想定する降下火砕物，積雪及び

風（台風）による荷重に対し，降下火砕物

堆積時の機能維持を考慮して，海水ポンプ

室床面のコンクリート基礎に基礎ボルトで

固定し，非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水ストレーナの主要な構造部材が構造

健全性を維持する設計とすることを構造強

度設計上の性能目標とする。 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気

口非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台

風）による荷重に対し，非常用ディーゼル

発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）の吸気機能を維持すること

を機能設計上の性能目標とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台

風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時

の機能維持を考慮して，脚を原子炉建屋付

属棟屋上面に設けたコンクリート基礎に溶
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 294 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接で固定し，非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）吸気口の主要な構造部材が構造健全

性を維持する設計とすることを構造強度設

計上の性能目標とする。 

(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ル

ーフベントファン非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）室ルーフベントファンは，想定す

る降下火砕物，積雪及び風（台風）による

荷重に対し，非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）室内の空気を排出する機能を維持す

ることを機能設計上の性能目標とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルー

フベントファンは，想定する降下火砕物，

積雪及び風（台風）による荷重に対し，降

下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，原

子炉建屋付属棟屋上面のコンクリート基礎

に基礎ボルトで固定し，非常用ディーゼル

発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）室ルーフベントファンの主

要な構造部材が構造健全性を維持する設計

とすることを構造強度設計上の性能目標と

する。 

(g) 中央制御室換気系冷凍機 

中央制御室換気系冷凍機は，想定する降

下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に対し，空調用冷水を冷却する機能を維持

することを機能設計上の性能目標とする。 

中央制御室換気系冷凍機は，想定する降

下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重

に対し，降下火砕物が堆積しないように防

護対策施設を設置することで，中央制御室

換気系冷凍機の主要な構造部材が構造健全

性を維持する設計とすることを構造強度設

計上の性能目標とする。 

(h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気

消音器及び排気管 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消

音器及び排気管は，想定する降下火砕物，

積雪及び風（台風）による荷重に対し，デ

ィーゼル発電機の排気機能を維持すること

を機能設計上の性能目標とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消

音器及び排気管は，想定する降下火砕物，

積雪及び風（台風）による荷重に対し，降

下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）排気消音器

及び排気管の主要な構造部材が構造健全性

を維持する設計又は堆積しにくい形状とす

ることを構造強度設計上の性能目標とす

る。 

b. 建屋 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
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(a) 原子炉建屋原子炉棟 

原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火

砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対

し，放射性物質の閉じ込め機能及び放射線

の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防

護すべき施設を内包し，建屋によって内包

する防護すべき施設に降下火砕物を堆積さ

せない機能を維持することを機能設計上の

性能目標とする。 

原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火

砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対

し，降下火砕物堆積時の機能維持を考慮し

て，部材又は建屋全体として構造健全性を

維持する設計とすることを構造強度設計上

の性能目標とする。 

(b) 原子炉建屋付属棟 

原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕

物，積雪及び風（台風）による荷重に対

し，建屋が降下火砕物より防護すべき施設

を内包し，建屋によって内包する防護すべ

き施設に降下火砕物を堆積させない機能を

維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕

物，積雪及び風（台風）による荷重に対

し，降下火砕物堆積時の機能維持を考慮し

て，部材又は建屋全体として構造健全性を

維持する設計とすることを構造強度設計上

の性能目標とする。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
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(c) タービン建屋 

タービン建屋は，想定する降下火砕物，

積雪及び風（台風）による荷重に対し，建

屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包

し，建屋によって内包する防護すべき施設

に降下火砕物を堆積させない機能を維持す

ることを機能設計上の性能目標とする。 

タービン建屋は，想定する降下火砕物，

積雪及び風（台風）による荷重に対し，降

下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，部

材又は建屋全体として構造健全性を維持す

る設計とすることを構造強度設計上の性能

目標とする。 

(d) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降

下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重

に対し，建屋が降下火砕物より防護すべき

施設を内包し，建屋によって内包する防護

すべき施設に降下火砕物を堆積させない機

能を維持することを機能設計上の性能目標

とする。 

使用済乾式燃料貯蔵建屋は，想定する降

下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重

に対し，降下火砕物堆積時の機能維持を考

慮して，部材又は建屋全体として構造健全

性を維持する設計とすることを構造強度設

計上の性能目標とする。 

 

c. 防護対策施設 

(a) 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
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中央制御室換気系冷凍機防護対策施設

は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台

風）による荷重に対し，中央制御室換気系

冷凍機に降下火砕物を堆積させない機能を

維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設

は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台

風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時

の機能維持を考慮して，架構を原子炉建屋

付属棟屋上面に設けたコンクリート基礎に

基礎ボルトで固定し，中央制御室換気系冷

凍機防護対策施設の主要な構造部材が構造

健全性を維持する設計とすることを構造強

度設計上の性能目標とする。 

 

4.2 水循環系の閉塞を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナ 

e. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換

器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設の違いによるもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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系冷却器） 

 

f. 海水取水設備（除塵装置） 

(2) 要求機能 

水循環系の閉塞を考慮する施設は，想定

する降下火砕物に対し，その安全性を損な

うおそれがないことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する

降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物

の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保

することにより，残留熱除去系負荷を冷却

する機能を維持することを機能設計上の性

能目標とする。 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定

する降下火砕物による閉塞に対し，降下火

砕物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を

確保することにより，残留熱除去系負荷を

冷却する機能を維持することを機能設計上

の性能目標とする。 

 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプは，想定する降下火砕物による閉塞

に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞
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しない流路幅を確保することにより，ディ

ーゼル発電機補機を冷却する機能を維持す

ることを機能設計上の性能目標とする。 

 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナは，想定する降下火砕物による

閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して

閉塞しない流路幅を確保することにより，

ディーゼル発電機補機を冷却する機能を維

持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

 

e. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換

器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング

系冷却器） 

海水系下流設備は，想定する降下火砕物

による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考

慮して閉塞しない流路幅を確保することに

より，残留熱除去系負荷及びディーゼル発

電機補機を冷却する機能を維持することを

機能設計上の目標とする。 

 

f. 海水取水設備（除塵装置） 

海水取水設備（除塵装置）は，想定する
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降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物

の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保

することにより，各海水ポンプに通水する

機能を維持することを機能設計上の性能目

標とする。 

 

4.3 換気系，電気系及び計測制御系におけ

る閉塞を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。） 

e. 主排気筒 

f. 非常用ガス処理系排気筒 

g. 換気空調設備（外気取入口） 

 

(2) 要求機能 

換気系，電気系及び計測制御系における

閉塞を考慮する施設は，想定する降下火砕

物に対し，その安全性を損なうおそれがな

いことが要求される。 

 

(3) 性能目標 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプ（原動機）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

593



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 302 / 448 ) 
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は，想定する降下火砕物による閉塞に対

し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しな

い流路幅を確保することにより，残留熱除

去系負荷を冷却する機能を維持することを

機能設計上の性能目標とする。 

 

b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ（原動機）は，想定する降下火砕物

による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考

慮して閉塞しない流路幅を確保することに

より，ディーゼル発電機補機を冷却する機

能を維持することを機能設計上の性能目標

とする。 

 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

は，想定する降下火砕物による閉塞に対

し，流路への降下火砕物の侵入を低減させ

ることにより，非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）の吸気機能を維持することを機能

設計上の性能目標とする。 

 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ
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レイ系ディーゼル発電機を含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）は，想

定する降下火砕物による閉塞に対し，流路

への降下火砕物の侵入を低減させることに

より，非常用高圧母線へ給電する機能を維

持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

 

e. 主排気筒 

主排気筒は，想定する降下火砕物による

閉塞に対し，降下火砕物が侵入した場合で

も閉塞への影響を低減させることにより，

建屋内の空気を大気に排気する機能を維持

することを機能設計上の性能目標とする。 

 

f. 非常用ガス処理系排気筒 

非常用ガス処理系排気筒は，想定する降

下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物が

侵入した場合でも閉塞への影響を低減させ

ることにより，事故時に放射性物質を除去

した気体を屋外に排気する機能を維持する

ことを機能設計上の性能目標とする。 

 

g. 換気空調設備（外気取入口） 

換気空調設備は，想定する降下火砕物に

よる閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵

入を低減させることにより，各部屋を換気

又は空調管理することで機器の運転に必要

な温度条件の維持，居住性の維持を図る機
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能を維持することを機能設計上の性能目標

とする。 

 

4.4 水循環系，換気系，電気系及び計測制

御系における摩耗を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。） 

f. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換

器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング

系冷却器） 

g. 海水取水設備（除塵装置） 

 

(2) 要求機能 

水循環系，換気系，電気系及び計測制御

系における摩耗を考慮する施設は，想定す

る降下火砕物に対し，その安全性を損なう

おそれがないことが要求される。 

 

(3) 性能目標 
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a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する

降下火砕物による摩耗に対し，降下火砕物

の摺動部への侵入を低減させること，降下

火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をもた

せること又は運用により，残留熱除去系負

荷を冷却する機能を維持することを機能設

計上の性能目標とする。 

 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定

する降下火砕物による摩耗に対し，運用に

より，残留熱除去系負荷を冷却する機能を

維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用

海水ポンプは，想定する降下火砕物による

摩耗に対し，降下火砕物の摺動部への侵入

を低減させること，降下火砕物を考慮して

摺動部に耐摩耗性をもたせること又は運用

により，ディーゼル発電機補機を冷却する

機能を維持することを機能設計上の性能目

標とする。 

 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水
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ストレーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナは，想定する降下火砕物による

摩耗に対し，運用により，ディーゼル発電

機補機を冷却する機能を維持することを機

能設計上の性能目標とする。 

 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）は，想

定する降下火砕物による閉塞に対し，降下

火砕物の摺動部への侵入を低減させるこ

と，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗

性をもたせること又は運用により，非常用

高圧母線へ給電する機能を維持することを

機能設計上の性能目標とする。 

 

f. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換

器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング

系冷却器）海水系下流設備は，想定する降

下火砕物による摩耗に対し，運用により，

残留熱除去系負荷及びディーゼル発電機補

機を冷却する機能を維持することを機能設

計上の目標とする。 

 

g. 海水取水設備（除塵装置） 
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(4) 構造物，換気系，電気系における腐食

を考慮する重大事故等対処設備 

a. 施設 

(a) 燃料加工建屋 

 

 

 

上記以外の設備については，各設備の申請

に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海水取水設備（除塵装置）は，想定する

降下火砕物による摩耗に対し，運用によ

り，各海水ポンプに通水する機能を維持す

ることを機能設計上の性能目標とする。 

 

 

4.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及

び計測制御系における腐食を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルー

フベントファン 

g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。） 

h. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換

器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング

系冷却器） 

i. 中央制御室換気系冷凍機 

 
 
 
 
 
 
施設の違いによるもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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b. 要求機能 

構造物，換気系，電気系における腐食を考

慮する重大事故等対処設備は，想定する降下

火砕物に対し，その重大事故等への対処に必

要な機能を損なわないことが要求される。 

 

c. 性能目標 

(a) 燃料加工建屋 

燃料加工建屋は，想定する降下火砕物によ

る腐食に対し，「Ⅴ－１－１－１－４－１ 

降下火砕物の影響に対する防護対策方針」の

「4.4 構造物，換気系，電気系及び計装制

御系における腐食を考慮する施設」の「(3)a.  

燃料加工建屋」を機能設計上の性能目標とす

る。その場合において「降下火砕物防護対象

施設」を「重大事故等対処設備」に読み替え

j. 主排気筒 

k. 非常用ガス処理系排気筒 

l. 計測制御設備（安全保護系） 

m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消

音器及び排気管 

n. 海水取水設備（除塵装置） 

o. 換気空調設備（外気取入口） 

p. 原子炉建屋原子炉棟 

q. 原子炉建屋付属棟 

r. タービン建屋 

s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

 

 

(2) 要求機能 

構造物，水循環系，換気系，電気系及び

計測制御系における腐食を考慮する施設

は，想定する降下火砕物に対し，その安全

性を損なうおそれがないことが要求され

る。 

 

(3) 性能目標 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する

降下火砕物による腐食に対し，塗装により

降下火砕物と施設を接触させないこと又は

運用により，残留熱除去系負荷を冷却する

機能を維持することを機能設計上の性能目

標とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設の違いによるもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

て適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定

する降下火砕物による腐食に対し，塗装に

より降下火砕物と施設を接触させないこと

又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却

する機能を維持することを機能設計上の性

能目標とする。 

 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプは，想定する降下火砕物による腐食

に対し，塗装により降下火砕物と施設を接

触させないこと又は運用により，ディーゼ

ル発電機補機を冷却する機能を維持するこ

とを機能設計上の性能目標とする。 

 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナは，想定する降下火砕物による

腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設

を接触させないこと又は運用により，ディ

ーゼル発電機補機を冷却する機能を維持す

ることを機能設計上の性能目標とする。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

は，想定する降下火砕物による腐食に対

し，塗装により降下火砕物と施設を接触さ

せないこと又は運用により，非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）の吸気機能を維持する

ことを機能設計上の性能目標とする。 

 

f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルー

フベントファン 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルー

フベントファンは，想定する降下火砕物に

よる腐食に対し，塗装により降下火砕物と

施設を接触させないこと又は運用により，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室内の空

気を排出する機能を維持することを機能設

計上の性能目標とする。 

 

g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）は，想

定する降下火砕物による腐食に対し，降下
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火砕物を考慮して施設に耐食性を持たせる

こと又は運用により，非常用高圧母線へ給

電する機能を維持することを機能設計上の

性能目標とする。 

 

h. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）用冷却器，残留熱除去系熱交換

器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング

系冷却器） 

海水系下流設備は，想定する降下火砕物

による腐食に対し，降下火砕物を考慮して

施設に耐食性を持たせること又は運用によ

り，残留熱除去系負荷及びディーゼル発電

機補機を冷却する機能を維持することを機

能設計上の目標とする。 

 

i. 中央制御室換気系冷凍機 

中央制御換気系室冷凍機は，想定する降

下火砕物による腐食に対し，塗装により降

下火砕物と施設を接触させないこと又は運

用により，空調用冷水を冷却する機能を維

持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

 

j. 主排気筒 

主排気筒は，想定する降下火砕物による

腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設

を接触させないこと又は運用により，建屋

内の空気を大気に排気する機能を維持する
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことを機能設計上の性能目標とする。 

 

k. 非常用ガス処理系排気筒 

非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下

火砕物による腐食に対し，塗装により降下

火砕物と施設を接触させないこと又は運用

により，事故時に放射性物質を除去した気

体を屋外に排気する機能を維持することを

機能設計上の性能目標とする。 

 

l. 計測制御設備（安全保護系） 

計測制御設備（安全保護系）は，想定する

降下火砕物による腐食に対し，盤内への降

下火砕物の侵入を低減させることにより，

発電用原子炉施設の異常状態を検知し，必

要な場合，原子炉停止系等を作動させる機

能を維持することを機能設計上の性能目標

とする。 

 

m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消

音器 

及び排気管非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）排気消音器 

及び排気管は，想定する降下火砕物による

腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設

を接触させないこと又は運用により，ディ

ーゼル発電機の排気機能を維持することを

機能設計上の性能目標とする。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 海水取水設備（除塵装置） 

海水取水設備（除塵装置）は，想定する降

下火砕物による腐食に対し，塗装により降

下火砕物と施設を接触させないこと又は運

用により，各海水ポンプに通水する機能を

維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

 

o. 換気空調設備（外気取入口） 

換気空調設備（外気取入口）は，想定する

降下火砕物による腐食に対し，流路への降

下火砕物の侵入を低減させること又は運用

により，各部屋を換気又は空調管理するこ

とで機器の運転に必要な温度条件の維持，

居住性の維持及び被曝低減を図る機能を維

持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

 

p. 原子炉建屋原子炉棟 

原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕

物による腐食に対し，塗装により降下火砕

物と施設を接触させないこと又は運用によ

り，放射性物質の閉じ込め機能及び放射線

の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防

護すべき施設を内包し，建屋によって内包

する防護すべき施設に降下火砕物を接触さ

せない機能を維持することを機能設計上の

性能目標とする。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q. 原子炉建屋付属棟 

原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物

による腐食に対し，塗装により降下火砕物

と施設を接触させないこと又は運用によ

り，建屋が降下火砕物より防護すべき施設

を内包し，建屋によって内包する防護すべ

き施設に降下火砕物を接触させない機能を

維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

 

r. タービン建屋 

タービン建屋は，想定する降下火砕物によ

る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施

設を接触させないこと又は運用により，建

屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包

し，建屋によって内包する防護すべき施設

に降下火砕物を接触させない機能を維持す

ることを機能設計上の性能目標とする。 

 

s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下

火砕物による腐食に対し，塗装により降下

火砕物と施設を接触させないこと又は運用

により，建屋が降下火砕物より防護すべき

施設を内包し，建屋によって内包する防護

すべき施設に降下火砕物を接触させない機

能を維持することを機能設計上の性能目標

とする。 

 

t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 敷地周辺の大気汚染を考慮する重大事

故等対処設備 

各設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 電気系及び計装制御系の絶縁低下を考

慮する重大事故等対処設備 

 

各設備の申請に合わせて次回以降に詳細

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，

想定する降下火砕物による腐食に対し，塗

装により降下火砕物と施設を接触させない

こと又は運用により，中央制御室換気系冷

凍機に降下火砕物を堆積させない機能を維

持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

 

4.6 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 

(2) 要求機能 

発電所周辺の大気汚染を考慮する施設は，

想定する降下火砕物に対し，その安全性を

損なうおそれがないことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 

換気空調設備のうち中央制御室空調設備

は，想定する降下火砕物による大気汚染に

対し，中央制御室への降下火砕物の侵入を

低減させることにより，各部屋を換気又は

空調管理することで機器の運転に必要な温

度条件の維持，居住性の維持を図る機能を

維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

 

 

4.7 絶縁低下を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 計測制御設備（安全保護系） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次回以降に比較結果を

説明する。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 要求機能 

絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下

火砕物に対し，その安全性を損なうおそれ

がないことが要求される。 

 

(3) 性能目標 

a. 計測制御設備（安全保護系） 

計測制御設備（安全保護系）は，想定する

降下火砕物による絶縁低下に対し，盤内へ

の降下火砕物の侵入を低減させることによ

り，発電用原子炉施設の異常状態を検知

し，必要な場合，原子炉停止系等を作動さ

せる機能を維持することを機能設計上の性

能目標とする。 

 

4.8 間接的影響を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。） 

b. 軽油貯蔵タンク 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）燃料移

送ポンプ 

(2) 要求機能 

間接的影響を考慮する施設は，想定する降

下火砕物に対し，発電用原子炉の停止並び

に停止後の発電用原子炉及び使用済燃料プ

ールの安全性を損なうおそれがないことが

要求される。 
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(3) 性能目標 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）は，想定

する降下火砕物による間接的影響に対し，

降下火砕物の影響を受けない配置にするこ

とにより，非常用高圧母線へ7日間の電源供

給が継続できるよう給電する機能を維持す

ることを機能設計上の性能目標とする。 

 

b. 軽油貯蔵タンク 

軽油貯蔵タンクは，想定する降下火砕物に

よる間接的影響に対し，降下火砕物の影響

を受けない配置にすることにより，非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）へ7日間の燃料供

給が継続できるよう燃料を保有する機能を

維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）燃料移

送ポンプ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）燃料移送

ポンプは，想定する降下火砕物による間接

的影響に対し，降下火砕物の影響を受けな

い配置にすることにより，非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル
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2.4.3.4 機能設計 

「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設

備が使用される条件の下における健全性に

関する説明書」で設定している降下火砕物特

性に対し，「2.4.3.3 要求機能及び性能目

標」で設定している降下火砕物の影響を考慮

する施設の機能設計上の性能目標を達成す

るために，各施設の機能設計の方針を定め

る。 

 

 

(1) 構造物への静的負荷を考慮する重大事

故等対処設備 

a. 重大事故等対処設備を収納する建屋等

の設計方針 

 重大事故等対処設備を収納のする建屋等

は，「2.4.3.3 要求機能及び性能目標」の

「(1)c. 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の設

計方針とする。 

重大事故等対処設備を収納する建屋等は，

設計荷重(火山)に対し，「Ⅴ－１－１－１－

４－３ 降下火砕物の影響を考慮する施設

の設計方針」の「5.1 構造物への静的負荷

を考慮する施設」の「(1)a.(a) 気燃料加工

建屋の設計方針」に基づく設計とする。その

発電機を含む。）へ7日間の燃料供給が継続

できるよう燃料を移送する機能を維持する

ことを機能設計上の性能目標とする。 

 

 

5. 機能設計 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関

する基本方針」で設定している降下火砕物

特性に対し，「4. 要求機能及び性能目標」

で設定している降下火砕物の影響を考慮す

る施設の機能設計上の性能目標を達成する

ために，各施設の機能設計の方針を定め

る。 

 

 

 

5.1 構造物への荷重を考慮する施設 

(1) 施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
料構成の差異によるも

のであるため，記載の

差異により新たな論点

が生じるものではない 

 
 
 
 
 
 
施設の違いによるもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

場合において「降下火砕物防護対象施設」を

「重大事故等対処設備」に読み替えて適用す

る。 

 

b. 屋外の常設重大事故等対処設備の設計

方針 

 屋外の常設重大事故等対処設備の申請に

合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 設備 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機

能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降

下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重

に対し，残留熱除去系負荷を冷却する機能

を維持するため，冷却水として海水を取水

し，残留熱除去系海水系統の各設備に送水

する機能を維持する設計とする。 

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要

求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標

を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定す

る降下火砕物，積雪及び風（台風）による

荷重に対し，残留熱除去系負荷を冷却する

機能を維持するため，海水中の固形物を除

去する機能を維持する設計とする。 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海

水ポンプ 
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非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の

「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設 

計上の性能目標を達成するために，以下の

設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプは，想定する降下火砕物，積雪及び風

（台風）による荷重に対し，ディーゼル発

電機補機を冷却する機能を維持するため，

冷却水として海水を取水し，ディーゼル発

電機補機冷却海水系統の各設備に送水する

機能を維持する設計とする。 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海

水ストレーナ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナは，「4. 要求機能及び性能目標」

の「4.1(3) 性能目標」で設定している機 

能設計上の性能目標を達成するために，以

下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナは，想定する降下火砕物，積雪及

び風（台風）による荷重に対し，ディーゼ

ル発電機補機を冷却する機能を維持するた

め，海水中の固形物を除去する機能を維持

する設計とする。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
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(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気

口 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

は，「4. 要求機能及び性能目標」の

「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設

計上 

の性能目標を達成するために，以下の設計

方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台

風）による荷重に対し，非常用ディーゼル

発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）の吸気機能を維持する設計

とする。 

(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ル

ーフベントファンの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファンは，「4. 要求機能及び性能目

標」の「4.1(3) 性能目標」で設定してい 

る機能設計上の性能目標を達成するため

に，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファンは，想定する降下火砕物，積

雪及び風（台風）による荷重に対し，非常
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用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）室内の空気を

排出する機能を維持する設計とする。 

(g) 中央制御室換気系冷凍機の設計方針 

中央制御室換気系冷凍機は，「4. 要求機能

及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」 

で設定している機能設計上の性能目標を達

成するために，以下の設計方針とする。 

中央制御室換気系冷凍機は，想定する降下

火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に

対し，空調用冷水を冷却する機能を維持す

る設計とする。 

(h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）排気

消音器及び排気管の設計方針非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）排気消音器及び排気管

は，「4. 要求機能及び性能目標」の

「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の

設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音

器及び排気管は，想定する降下火砕物，積

雪及び風（台風）による荷重に対し，ディ

ーゼル発電機の排気機能を維持する設計と

する。 

 

(2) 建屋 

a. 原子炉建屋原子炉棟の設計方針 
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原子炉建屋原子炉棟は，「4. 要求機能及び

性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定し

ている機能設計上の性能目標を達成するた

めに，以下の設計方針とする。 

原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕

物，積雪及び風（台風）による荷重に対

し，放射性物質の閉じ込め機能及び放射線

の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防

護すべき施設を内包し，建屋によって内包

する防護すべき施設に降下火砕物を堆積さ

せない機能を維持する設計とする。 

 

b. 原子炉建屋付属棟の設計方針 

原子炉建屋付属棟は，「4. 要求機能及び性

能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定して

いる機能設計上の性能目標を達成するため

に，以下の設計方針とする。 

原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕

物，積雪及び風（台風）による荷重に対

し，建屋が降下火砕物より防護すべき施設

を内包し，建屋によって内包する防護すべ

き施設に降下火砕物を堆積させない機能を

維持する設計とする。 

 

c. タービン建屋の設計方針 

タービン建屋は，「4. 要求機能及び性能目

標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，

以下の設計方針とする。 

タービン建屋は，想定する降下火砕物，積
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雪及び風（台風）による荷重に対し，建屋

が降下火砕物により防護すべき施設を内包

し，建屋によって内包する防護すべき施設

に降下火砕物を堆積させない機能を維持す

る設計とする。 

 

d. 使用済燃料乾式貯蔵建屋の設計方針 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，「4. 要求機能

及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達成す

るために，以下の設計方針とする。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下

火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に

対し，建屋が降下火砕物により防護すべき

施設を内包し，建屋によって内包する防護

すべき施設に降下火砕物を堆積させない機

能を維持する設計とする。 

 

(3) 防護対策施設 

a. 中央制御施設換気系冷凍機防護対策施設

の設計方針 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，

「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3)性

能目標」で設定している機能設計上の性能

目標を達成するために，以下の設計方針と

する。 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，

想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）

による荷重に対し，中央制御室換気系冷凍

機に降下火砕物を堆積させない機能を維持

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

616



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 325 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

(2) 構造物，換気系及び電気系における閉

塞を考慮する重大事故等対処設備 

a. 降下火砕物を含む空気の流路となる重

大事故等対処設備 

各設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する設計とする。 

 

 

5.2 水循環系の閉塞を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 

残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機

能及び性能目標」の「4.2(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降

下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の

粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保す

ることにより，残留熱除去系負荷を冷却す

る機能を維持するため，残留熱除去系海水

系ポンプ狭隘部を降下火砕物の粒径より大

きくすることで閉塞しない設計とする。 

 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナの設計方

針 

残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要

求機能及び性能目標」の「4.2(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標

を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定す

る降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕

物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確

保することにより，残留熱除去系負荷を冷

却する機能を維持するため，海水ストレー
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ナのメッシュサイズを降下火砕物の粒径よ

り大きくすることで閉塞しない設計とす

る。 

 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の

「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の

設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプは，想定する降下火砕物による閉塞に

対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞し

ない流路幅を確保することにより，ディー

ゼル発電機補機を冷却する機能を維持する

ため，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用

海水ポンプ狭隘部を降下火砕物の粒径より

大きくすることで閉塞しない設計とする 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナは，「4. 要求機能及び性能目標」

の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能
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設計上の性能目標を達成するために，以下

の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナは，想定する降下火砕物による閉

塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉

塞しない流路幅を確保することにより，デ

ィーゼル発電機補機を冷却する機能を維持

するため，海水ストレーナのメッシュサイ

ズを降下火砕物の粒径より大きくすること

で閉塞しない設計とする。 

 

e. 海水系下流設備（ディーゼル発電機用冷

却器，残留熱除去系熱交換器，空調器及び

格納容器雰囲気モニタリング系冷却器）の

設計方針 

海水系下流設備は，「4. 要求機能及び性能

目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成するため

に，以下の設計方針とする。 

海水系下流設備は，想定する降下火砕物に

よる閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮

して閉塞しない流路幅を確保することによ

り，残留熱除去系負荷及びディーゼル発電

機補機を冷却する機能を維持するため，設

備の伝熱管等を降下火砕物の粒径より大き

くすることで閉塞しない設計とする。 

 

f. 海水取水設備（除塵装置）の設計方針 

海水取水設備（除塵装置）は，「4. 要求機
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能及び性能目標」の「4.2(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針とする。 

海水取水設備（除塵装置）は，想定する降

下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の

粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保す

ることにより，各海水ポンプに通水する機

能を維持するため，除塵装置のメッシュサ

イズを降下火砕物の粒径より大きくするこ

とで閉塞しない設計とする。 

 

5.3 換気系，電気系及び計測制御系におけ

る閉塞を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 

残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機

能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ポンプの原動機は，想

定する降下火砕物による閉塞に対し，降下

火砕物の粒径を考慮した閉塞しない流路幅

の確保及び堆積による閉塞が発生しない構

造とすることにより，残留熱除去系負荷を

冷却する機能を維持するため，原動機を冷

却する空気冷却用冷却管の内径を降下火砕

物の粒径より大きくすること及び冷却空気

取入口を原動機側面とすることで閉塞しな

い設計とする。 
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b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の

「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の

設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプの原動機は，想定する降下火砕物によ

る閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮し

た閉塞しない流路幅の確保及び堆積による

閉塞が発生しない構造とすることにより，

ディーゼル発電機補機を冷却する機能を維

持するため，原動機を冷却する流路の狭隘

部を降下火砕物の粒径より大きくすること

及び外扇部に直接堆積しない構造とするこ

とで閉塞しない設計 

とする。 

 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

の設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

は，「4. 要求機能及び性能目標」の

「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の
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設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

は，想定する降下火砕物による閉塞に対

し，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）の吸

気機能を維持するため，吸気開口部を下向

きの構造としフィルタを設置することで降

下火砕物が侵入しにくくすることで閉塞し

ない設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃

することを定め管理することで閉塞しない

設計とする。 

 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）の設計

方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）は，「4.

要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標

を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）は，想定

する降下火砕物による閉塞に対し，非常用

高圧母線へ給電する機能を維持するため，

吸気開口部を下向きの構造としフィルタを

設置することで閉塞しない設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃
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することを定め管理することで閉塞しない

設計とする。 

 

e. 主排気筒の設計方針 

主排気筒は，「4. 要求機能及び性能目標」

の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能

設計上の性能目標を達成するために，以下

の設計方針とする。 

主排気筒は，想定する降下火砕物による閉

塞に対し，建屋内の空気を大気に排気する

機能を維持するため，流路と主排気筒底部

の距離を確保すること及び排気により降下

火砕物を侵入し難くすることで閉塞しない

設計とする。 

 

f. 非常用ガス処理系排気筒の設計方針 

非常用ガス処理系排気筒は，「4. 要求機能

及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達成す

るために，以下の設計方針とする。 

非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下

火砕物による閉塞に対し，事故時に放射性

物質を除去した気体を屋外に排気する機能

を維持するため，開口部に降下火砕物の侵

入を防止する構造物を設置し，降下火砕物

を侵入し難くすることで閉塞しない設計と

する。 

 

g. 換気空調設備（外気取入口）の設計方針 

換気空調設備（外気取入口）は，「4. 要求
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(3) 構造物，換気系及び電気系における磨

耗を考慮する重大事故等対処設備 

a. 降下火砕物を含む空気の流路となる重

大事故等対処設備 

各設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

 

 

 

 

機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達

成するために，以下の設計方針とする。 

換気空調設備（外気取入口）は，想定する

降下火砕物による閉塞に対し，流路への降

下火砕物の侵入を低減させることにより，

各部屋を換気又は空調管理することで機器

の運転に必要な温度条件の維持，居住性の

維持及び被曝低減を図る機能を維持するた

め，換気空調設備の給気系外気取入口にバ

グフィルタを設置することで閉塞しない設

計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃

すること並びに外気取入ダンパの閉止，換

気空調設備の停止及び閉回路循環運転する

ことを定め管理することで閉塞しない設計

とする。 

 

 

5.4 水循環系，換気系，電気系及び計測制

御系における摩耗を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 

残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機

能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降

下火砕物の摩耗に対し，降下火砕物の摺動

部への侵入を低減させること，降下火砕物

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

624



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 333 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を考慮して摺動部に耐摩耗性をもたせるこ

と又は運用により，残留熱除去系負荷を冷

却する機能を維持するため，原動機を開口

部がない全閉構造とすること及び摺動部に

摩耗しにくい材料を使用することで摩耗し

にくい設計とする。 

また，保安規定に点検及び必要に応じた補

修を実施することを定め管理することで摩

耗が進展しない設計とする。 

 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナの設計方

針 

残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要

求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標

を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定す

る降下火砕物による摩耗に対し，運用によ

り，残留熱除去系負荷を冷却する機能を維

持するため，保安規定に点検及び必要に応

じた補修の実施を定め管理することで摩耗

が進展しない設計とする。 

 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の
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「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の

設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプは，想定する降下火砕物の摩耗に対

し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減さ

せること，降下火砕物を考慮して摺動部に

耐摩耗性をもたせること又は運用により，

ディーゼル発電機補機を冷却する機能を維

持するため，原動機を開口部がない全閉構

造とすること及び摺動部に摩耗しにくい材

料を使用することで摩耗しにくい設計とす

る。 

また，保安規定に点検及び必要に応じた補

修を実施することを定め管理することで摩

耗が進展しない設計とする。 

 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナは，「4. 要求機能及び性能目標」

の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能

設計上の性能目標を達成するために，以下

の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナは，想定する降下火砕物による摩
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耗に対し，運用により，残留熱除去系負荷

及びディーゼル発電機補機を冷却する機能

を維持するため，保安規定に点検及び必要

に応じた補修の実施を定め管理することで

摩耗が進展しない設計とする。 

 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）の設計

方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）は，「4.

要求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標

を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）は，想定

する降下火砕物による摩耗に対し，降下火

砕物の摺動部への侵入を低減させること，

降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性を

持たせること又は運用により，非常用母線

へ給電する機能を維持するため，吸気開口

部を下向きの構造としフィルタを設置する

こと及び摺動部に摩耗しにくい材料を使用

することで摩耗しにくい設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃

並びに点検及び必要に応じた補修を実施す

る 

ことを定め管理することで閉塞しない設計

とする。 
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f. 海水系下流設備（ディーゼル発電機用冷

却器，残留熱除去系熱交換器，空調器及び

格納容器雰囲気モニタリング系冷却器）の

設計方針 

海水系下流設備は，「4. 要求機能及び性能

目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成するため

に，以下の設計方針とする。 

海水系下流設備は，想定する降下火砕物に

よる摩耗に対し，運用により，残留熱除去

系負荷及びディーゼル発電機補機を冷却す

る機能を維持するため，保安規定に点検及

び必要に応じた補修の実施を定め管理する

ことで摩耗が進展しない設計とする。 

 

g. 海水取水設備（除塵装置）の設計方針 

海水取水設備（除塵装置）は，「4. 要求機

能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針とする。 

海水取水設備（除塵装置）は，想定する降

下火砕物による摩耗に対し，運用により，

各海水ポンプに通水する機能を維持するた

め，保安規定に点検及び必要に応じた補修

を実施することを定め管理することで摩耗

が進展しない設計とする。 
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 (4) 構造物，換気系及び電気系における腐

食を考慮する重大事故等対処設備 

a. 重大事故等対処設備を収納する建屋等

の設計方針 

重大事故等対処設備を収納する建屋等は，

「4. 要求機能及び性能目標」の「4.4 (3) 

性能目標」で設定している機能設計上の性能

目標を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

 重大事故等対処設備を収納する建屋等は，

想定する降下火砕物による腐食に対し，「Ⅴ

－１－１－１－４－３ 降下火砕物の影響

を考慮する施設の設計方針」の「5.4 構造

物，換気系，電気系及び計装制御系における

腐食を考慮する施設」の「(1)a. 燃料加工建

屋の設計方針」に基づく設計とする。その場

合において「降下火砕物防護対象施設」を「重

大事故等対処設備」に，「安全機能」を「重

大事故等への対処に必要な機能」に読み替え

て適用する。 

 

 

b. 降下火砕物を含む空気の流路となる重

大事故等対処設備 

各設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

c. 屋外の常設重大事故等対処設備 

 各設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

5.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及

び計測制御系における腐食を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 

残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機

能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降

下火砕物による腐食に対し，塗装により降

下火砕物と施設を接触させないこと又は運

用により，残留熱除去系負荷を冷却する機

能を維持するため，外装の塗装及び海水と

接触する部位の防汚塗装を実施すること並

びに原動機を開口部がない全閉構造とする

ことで短期的な腐食が発生しない設計とす

る。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナの設計方

針 

残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要

求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標

を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定す

る降下火砕物による腐食に対し，塗装によ

施設の違いによるもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

629
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【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り降下火砕物と施設を接触させないこと又

は運用により，残留熱除去系負荷を冷却す

る機能を維持するため，残留熱除去系海水

系ストレーナの外装の塗装，海水と接触す

る部位の防汚塗装及びライニングを実施す

ることで短期的な腐食が発生しない設計と

する。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の

「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の

設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプは，想定する降下火砕物による腐食に

対し，塗装により降下火砕物と施設を接触

させないこと又は運用により，ディーゼル

発電機補機を冷却する機能を維持するた

め，外装の塗装及び海水と接触する部位の

防汚塗装を実施すること並びに原動機を開

口部がない全閉構造とすることで短期的な

腐食が発生しない設計とする。 
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また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ストレーナの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナは，「4. 要求機能及び性能目標」

の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能

設計上の性能目標を達成するために，以下

の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナは，想定する降下火砕物による腐

食に対し，塗装により降下火砕物と施設を

接触させないこと又は運用により，ディー

ゼル発電機補機を冷却する機能を維持する

ため，海水ストレーナの外装の塗装，海水

と接触する部位の防汚塗装及びライニング

を実施することで短期的な腐食が発生しな

い設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

の設計方針 
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非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

は，「4. 要求機能及び性能目標」の

「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の

設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）吸気口

は，塗装により降下火砕物と施設を接触さ

せないこと又は運用により，非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）の吸気機能を維持する

ため，外装の塗装を実施することで短期的

な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

 

f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルー

フベントファンの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファンは，「4. 要求機能及び性能目

標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，

以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフ

ベントファンは，想定する降下火砕物によ
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る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施

設を接触させないこと又は運用により，非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）室内の空気

を排出する機能を維持するため，外装の塗

装を実施することで短期的な腐食が発生し

ない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）の設計

方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）は，「4.

要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標

を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）は，想定

する降下火砕物による腐食に対し，降下火

砕物を考慮して施設に耐食性を持たせるこ

と又は運用により，非常用高圧母線へ給電

する機能を維持するため，降下火砕物と接

触する部位に耐食性のある材料を使用する

ことで短期的な腐食が発生しない設計とす

る。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が
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進展しない設計とする。 

h. 海水系下流設備（ディーゼル発電機用冷

却器，残留熱除去系熱交換器，空調器及び

格納容器雰囲気モニタリング系冷却器）の

設計方針海水系下流設備は，「4. 要求機能

及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達成す

るために，以下の設計方針とする。 

海水系下流設備は，想定する降下火砕物に

よる腐食に対し，降下火砕物を考慮して施

設に耐食性を持たせること又は運用によ

り，残留熱除去系負荷及びディーゼル発電

機補機を冷却する機能を維持するため，海

水と接触する部位に耐食性のある材料を使

用することで短期的な腐食が発生しない設

計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

 

i. 中央制御室換気系冷凍機の設計方針 

中央制御室換気系冷凍機は，「4. 要求機能

及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達成す

るために，以下の設計方針とする。 

中央制御室換気系冷凍機は，想定する降下

火砕物の腐食に対し，塗装により降下火砕

物と施設を接触させないこと又は運用によ

り，空調用冷水を冷却する機能を維持する

ため，外装の塗装を実施することで短期的
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な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

 

j. 主排気筒の設計方針 

主排気筒は，「4. 要求機能及び性能目標」

の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能

設計上の性能目標を達成するために，以下

の設計方針とする。 

主排気筒は，想定する降下火砕物による腐

食に対し，塗装により降下火砕物と施設を

接触させないこと又は運用により，建屋内

の空気を大気に排気する機能を維持するた

め，外装の塗装を実施することで短期的な

腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

 

k. 非常用ガス処理系排気筒の設計方針 

非常用ガス処理系排気筒は，「4. 要求機能

及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達成す

るために，以下の設計方針とする。 

非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下

火砕物による腐食に対し，塗装により降下

火砕物と施設を接触させないこと又は運用

により，事故時に放射性物質を除去した気

体を屋外に排気する機能を維持するため，
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外装の塗装を実施することで短期的な腐食

が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

l. 計測制御設備（安全保護系）の設計方針 

 

計測制御設備（安全保護系）は，「4. 要求

機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達

成するために，以下の設計方針とする。 

計測制御設備（安全保護系）は，想定する

降下火砕物による腐食に対し，盤内への降

下火砕物の侵入を低減させることにより，

発電用原子炉施設の異常状態を検知し，必

要な場合，原子炉停止系等を作動させる機

能を維持するため，計測制御設備（安全保

護系）を設置する中央制御室の換気空調設

備の外気取入口にバグフィルタを設置する

こと及び閉回路循環運転することで降下火

砕物が侵入しにくい設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃

すること並びに閉回路循環運転することを

定め管理することで長期的な腐食が進展し

ない設計とする。 

 

m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）排気消

音器 

及び排気管の設計方針 
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非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音

器及び排気管は，「4. 要求機能及び性能目

標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，

以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）排気消音

器及び排気管は，想定する降下火砕物によ

る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施

設を接触させないこと又は運用により，デ

ィーゼル発電機の排気機能を維持するた

め，外装の塗装を実施することで短期的な

腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

 

n. 海水取水設備（除塵装置）の設計方針 

海水取水設備（除塵装置）は，「4. 要求機

能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針とする。 

海水取水設備（除塵装置）は，想定する降

下火砕物による腐食に対し，想定する降下

火砕物による腐食に対し，塗装により降下

火砕物と施設を接触させないこと又は運用

により，各海水ポンプに通水する機能を維

持するため，海水と接触する部位の防汚塗

装を実施することで短期的な腐食が発生し
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ない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

 

o. 換気空調設備（外気取入口）の設計方針 

換気空調設備（外気取入口）は，「4. 要求

機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達

成するために，以下の設計方針とする。 

換気空調設備（外気取入口）は，想定する

降下火砕物による腐食に対し，流路への降

下火砕物の侵入を低減させること又は運用

により，各部屋を換気又は空調管理するこ

とで機器の運転に必要な温度条件の維持，

居住性の維持及び被曝低減を図る機能を維

持するため，換気空調設備の外気取入口に

バグフィルタを設置することで降下火砕物

が侵入しにくい設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃

することを定め管理することで長期的な腐

食が進展しない設計とする。 

 

p. 原子炉建屋原子炉棟の設計方針 

原子炉建屋原子炉棟は，「4. 要求機能及び

性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定し

ている機能設計上の性能目標を達成するた

めに，以下の設計方針とする。 

原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕

物による腐食に対し，塗装により降下火砕
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物と施設を接触させないこと又は運用によ

り，放射性物質の閉じ込め機及び放射線の

遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防護

すべき施設を内包し，建屋によって内包す

る防護すべき施設に降下火砕物を接触させ

ない機能を維持するため，外面の塗装を実

施することで短期的な腐食が発生しない設

計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

 

q. 原子炉建屋付属棟の設計方針 

原子炉建屋付属棟は，「4. 要求機能及び性

能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定して

いる機能設計上の性能目標を達成するため

に，以下の設計方針とする。 

原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物

による腐食に対し，塗装により降下火砕物

と施設を接触させないこと又は運用によ

り，建屋が降下火砕物より防護すべき施設

を内包し，建屋によって内包する防護すべ

き施設に降下火砕物を接触させない機能を

維持するため，外面の塗装を実施すること

で短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

 

r. タービン建屋の設計方針 
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タービン建屋は，「4. 要求機能及び性能目

標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，

以下の設計方針とする。 

タービン建屋は，想定する降下火砕物によ

る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施

設を接触させないこと又は運用により，建

屋が降下火砕物より防護すべき施設を内包

し，建屋によって内包する防護すべき施設

に降下火砕物を接触させない機能を維持す

るため，外面の塗装を実施することで短期

的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

 

s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋の設計方針 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，「4. 要求機能

及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達成す

るために，以下の設計方針とする。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下

火砕物による腐食に対し，塗装により降下

火砕物と施設を接触させないこと又は運用

により，建屋が降下火砕物より防護すべき

施設を内包し，建屋によって内包する防護

すべき施設に降下火砕物を接触させない機

能を維持するため，外面の塗装を実施する

ことで短期的な腐食が発生しない設計とす

る。 
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また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進 

展しない設計とする。 

 

t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設の

設計方針 

中央制御施設換気系冷凍機防護対策施設

は，「4. 要求機能及び性能目標」の

「4.5(3) 

性能目標」で設定している機能設計上の性

能目標を達成するために，以下の設計方針

とす 

る。 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，

想定する降下火砕物による腐食に対し，塗

装 

により降下火砕物と施設を接触させないこ

と又は運用により，中央制御室換気系冷凍

機に 

降下火砕物を堆積させない機能を維持する

ため，外面の塗装を実施することで短期的

な腐 

食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施する

ことを定め管理することで長期的な腐食が

進 

ない設計とする。 
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(5) 敷地周辺の大気汚染を考慮する重大事

故等対処設備 

各設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 電気系及び計装制御系の絶縁低下を考

慮する重大事故等対処設備 

 

各設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

5.6 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 換気空調設備（中央制御室換気系）の設

計方針 

換気空調設備（中央制御室換気系）は，

「4. 要求機能及び性能目標」の「4.6(3) 

性能目標」で設定している機能設計上の性

能目標を達成するために，以下の設計方針

とする。 

換気空調設備（中央制御室換気系）は，想

定する降下火砕物による大気汚染に対し，

中央制御室への降下火砕物の侵入を低減さ

せることにより，中央制御室を換気又は空

調管理することで居住性を確保する機能を

維持するため，外気取入口にバグフィルタ

を設置すること及び閉回路循環運転するこ

とで降下火砕物が侵入しにくい設計とす

る。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃

すること並びに閉回路循環運転することを

定め管理することで降下火砕物による中央

制御室の大気汚染を防止する設計とする。 

 

5.7 絶縁低下を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 計測制御設備（安全保護系）の設計方針 

計測制御設備（安全保護系）は，「4. 要求

機能及び性能目標」の「4.7(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達

成するために，以下の設計方針とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次回以降に比較結果を

説明する。 
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計測制御設備（安全保護系）は，想定する

降下火砕物による絶縁低下に対し，盤内へ

の降下火砕物の侵入を低減させることによ

り，発電用原子炉施設の異常状態を検知

し，必要な場合，原子炉停止系等を作動さ

せる機能を維持するため，計測制御設備

（安全保護系）を設置する中央制御室の換

気空調設備の外気取入口にバグフィルタを

設置すること及び閉回路循環運転すること

で降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃

すること並びに閉回路循環運転することを

定め管理することで計測制御設備（安全保

護系）の絶縁低下を防止する設計とする。 

 

5.8 間接的影響を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）の設計

方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）は，「4.

要求機能及び性能目標」の「4.8(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標

を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）は，想定

する降下火砕物による間接的影響に対し，

降下火砕物の影響を受けない配置にするこ
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 352 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

とにより，非常用高圧母線へ7日間の電源供

給が継続できるよう給電する機能を維持す

るため，降下火砕物の影響を受けない建屋

内に設置する設計とする。 

 

b. 軽油貯蔵タンクの設計方針 

軽油貯蔵タンクは，「4. 要求機能及び性

能目標」の「4.8(3) 性能目標」で設定して

いる機能設計上の性能目標を達成するため

に，以下の設計方針とする。 

軽油貯蔵タンクは，想定する降下火砕物

による間接的影響に対し，降下火砕物の影

響を受けない配置にすることにより，非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）へ7日間の燃料

供給が継続できるよう燃料を保有する機能

を維持するため，降下火砕物の影響を受け

ない地中に設置する設計とする。 

 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）燃料

移送ポンプの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）燃料移送

ポンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の

「4.8(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の

設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）燃料移
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 353 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－２－４－３ 

送ポンプは，想定する降下火砕物による間

接的影響に対し，降下火砕物の影響を受け

ない配置にすることにより，非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）へ7日間の燃料供給が継

続できるよう燃料を移送する機能を維持す

るため，降下火砕物の影響を受けない地中

に設置する設計とする。  
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 354 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 環境条件等 

(1) 環境条件 

a. 常設重大事故等対処設備 

溢水に対して常設重大事故等対処設

備は，想定する溢水量に対して，機能を

損なわない高さへの設置，被水防護を行

うことにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

4. 環境条件等 

(1) 環境条件 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

溢水及び火災に対して可搬型重大事

故等対処設備は，溢水に対しては想定す

る溢水量に対して機能を損なわない高

さへの設置又は保管，被水防護を行うこ

とにより，火災に対しては，「7. 可搬型

重大事故等対処設備の内部火災に対す

る防護方針」に基づく火災防護を行うこ

とにより，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 溢水への考慮 

2.5.1 溢水による損傷の防止に対する基

本方針 

重大事故等対処設備は，MOX 燃料加工施

設内における溢水により重大事故等への

対処に必要な機能を損なうおそれがある

場合において，防護措置その他の適切な措

置を講ずることにより，溢水に対して重大

事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

ここで，重大事故等対処設備のうち，安

全評価上機能を期待する構築物，系統及び

機器を溢水から防護する重大事故等対処

設備とし，これらの設備が，没水，被水及

び蒸気の影響を受けて，その重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

1. 概要 

 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規

則」という。）第 12 条及び第 54 条並びに「実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に適

合する設計とするため，設計基準対象施設及び重

大事故等対処設備が発電所施設内における溢水

の発生によりその要求される機能を損なうおそ

れがある場合に，防護処置その他の適切な処置を

講じることを説明するものである。 

 

 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

【356/448 から】 

これらの機能を維持するために必要な設備

（以下「溢水防護対象設備」という。）が発

生を想定する没水，被水及び蒸気の影響を受

けて，要求される機能を損なうおそれがない

設計（多重性又は多様性を有する設備が同時

にその安全機能を損なわない設計）とする。 

 
 
当社において，設計基

準対象の施設に対す

る溢水を考慮した設

計については「Ⅴ－１

－１－７ 溢水によ

る損傷の防止に関す

る説明書」にて示すこ

ととしているため。

（以降同様） 
 
 

 

 

 

基本設計方針の構成

を踏まえた記載であ

り，新たに論点が生じ

るものではない。 

 

 

MOX 燃料加工施設で

は，溢水から防護する

重大事故等対処設備

に対して多重化・多様

化を考慮せずに防護

することによる差異

であり，新たに論点が

生じるものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 355 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのために，「原子力発電所の内部溢水

影響評価ガイド」(以下「内部溢水ガイド」

という。)を参考に，溢水防護に係る設計時

にMOX燃料加工施設内において発生が想定

される溢水の影響を評価(以下「溢水評価」

という。)し，重大事故等対処設備の重大事

故等への対処に必要な機能を損なうおそ

れがある場合は，防護措置その他の適切な

措置を講じることにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

自然現象により発生する溢水及びその

波及的影響により発生する溢水に関して

は，重大事故等対処設備の配置を踏まえ，

も厳しい条件となる影響を考慮し，重大

事故等対処設備が重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」

（以下「評価ガイド」という。）を踏まえて，溢

水防護に係る設計時に発電用原子炉施設内で発

生が想定される溢水の影響を評価（以下「溢水評

価」という。）し，運転状態にある場合は発電用

原子炉施設内における溢水が発生した場合にお

いても，発電用原子炉を高温停止及び引き続き低

温停止することができ，並びに放射性物質の閉じ

込め機能を維持できる設計とする。また，停止状

態にある場合は，引き続きその状態を維持できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，使用済燃料プールにおいては，使用済

燃料プールの冷却機能及び使用済燃料プールへ

の給水機能を維持できる設計とする。また，「発

電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査

指針」を踏まえ，溢水により発生し得る原子炉外

乱及び溢水の原因となり得る原子炉外乱を抽出

し，主給水流量喪失，原子炉冷却材喪失等の運転

時の異常な過渡変化又は設計基準事故の対処に

必要な機器の単一故障を考慮しても異常状態を

収束できる設計とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ガイドに規定されて

いない溢水事象に対

する考慮について示

すものであり，新たに

論点が生じるもので

はない。 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 356 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 環境条件等 

(1) 環境条件 

a. 常設重大事故等対処設備 

没水，被水等の影響を考慮する常設重

大事故等対処設備の選定については，

「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故

等対処設備の設計方針」に示し，想定す

る溢水量に対する評価方針及び評価結

果については，「Ｖ－１－１－７ 加工

施設内における溢水による損傷の防止

に関する説明書」に示す。 

 

4. 環境条件等 

(1) 環境条件 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

没水，被水等の影響を考慮する可搬型

重大事故等対処設備の選定については，

「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故

等対処設備の設計方針」に示し，想定す

る溢水量に対する評価方針及び評価結

果については，「Ｖ－１－１－７ 加工

施設内における溢水による損傷の防止

に関する説明書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水から防護する重大事故等対処設備

の選定方針を「2.5.2 溢水から防護する

重大事故等対処設備の選定」に示す。 

 

 

溢水評価では，溢水を発生要因別に分類

し，溢水の影響を評価するために想定する

機器の破損等により生じる溢水(以下「想

定破損による溢水」という。)，MOX 燃料加

工施設内で生じる異常状態(火災を含む。)

の拡大防止のために設置される系統から

【354/448 へ】 

これらの機能を維持するために必要な設備（以

下「溢水防護対象設備」という。）が発生を想

定する没水，被水及び蒸気の影響を受けて，要

求される機能を損なうおそれがない設計（多重

性又は多様性を有する設備が同時にその安全

機能を損なわない設計）とする。 

 

重大事故等対処設備については，溢水影響を受

けて設計基準事故対処設備並びに使用済燃料プ

ールの冷却設備及び給水設備（以下「設計基準事

故対処設備等」という。）又は同様の機能を有す

る重大事故等対処設備と同時に機能を損なうお

それがないよう，被水及び蒸気影響に対しては可

能な限り設計基準事故対処設備等又は同様の機

能を有する重大事故等対処設備との位置的分散

を図り，没水の影響に対しては溢水水位を考慮し

た位置に設置又は保管する。 

 

溢水防護対象設備及び重大事故等対処設備を

防護すべき設備とし，設定方針を「2.1 防護すべ

き設備の設定」に示す。 

 

 

溢水評価を実施するに当たり，溢水源及び溢水

量を，想定する機器の破損等により生じる溢水

（以下「想定破損による溢水」という。），発電

所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防

止のために設置される系統からの放水による溢

水（以下「消火水の放水による溢水」という。）
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 357 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の放水による溢水(以下「消火水等の放水

による溢水」という。)及び地震に起因する

機器の破損等により生じる溢水(以下「地

震起因による溢水」という。)を踏まえ溢水

源及び溢水量を設定する。 

 

地震起因による溢水は，「Ⅴ－１－１－

４－２ 重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明

書」の「6. (1) 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計の基本方針」

に基づき，基準地震動 Ss の 1.2 倍した地

震力を考慮する。 

なお，操作場所及びアクセスルートの基

準地震動 Ss の 1.2 倍した地震力による溢

水の波及影響は，「Ｖ－１－１－４－２－

２ 可搬型重⼤事故等対処設備の保管場

所等の設計方針」にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

また，その他の要因による溢水として，

地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操

作等により生じる溢水(以下「その他の溢

水」という。)を想定し，溢水源及び溢水量

を設定する。 

並びに地震に起因する機器の破損及び使用済燃

料プール等のスロッシングにより生じる溢水（以

下「地震起因による溢水」という。）を踏まえ設

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，施設定期検査中においては，使用済燃料

プール，原子炉ウェル及びドライヤセパレータプ

ールのスロッシングにより生じる溢水を踏まえ

溢水源及び溢水量を設定する。 

 

 

 

 

 

その他の要因による溢水として，地下水の流

入，地震以外の自然現象，機器の誤作動等により

生じる溢水（以下「その他の溢水」という。）を

考慮し，溢水源及び溢水量を設定する。 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対

処設備の保管場所の

申請に合わせて説明

する。 

 

 
MOX 燃料加工施設にお

いては，使用済燃料プ

ールに該当する設備

がないことに伴う差

異であり，新たに論点

が生じるものではな

い。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 358 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水影響を評価するために，壁，扉，堰，

床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護に

対する評価対象区画とする溢水防護区画

及び溢水経路を設定する。溢水防護区画内

外で発生を想定する溢水に対して，溢水評

価がより厳しい結果を与えるように溢水

経路を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水源，溢水量，溢水防護区画及び溢水

経路の設定方針を「2.5.3 溢水評価条件

の設定」に示す。 

 

溢水評価では，重大事故等対処設備が，

没水，被水及び蒸気の影響を受けて重大事

故等への対処に必要な機能を損なうおそ

れがないことを評価するとともに，防護対

策を実施する。 

 

具体的な評価及び防護設計方針を

 

 

 

溢水防護に対する評価対象区画（以下「溢水防

護区画」という。）及び溢水経路は，溢水防護区

画内外で発生を想定する溢水に対して，当該区画

内の溢水水位が も高くなるように設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水源，溢水量，溢水防護区画及び溢水経路の

設定方針を「2.2 溢水評価条件の設定」に示す。 

 

 

溢水評価では，没水，被水及び蒸気の影響を受

けて要求される機能を損なうおそれがある防護

すべき設備に対して，溢水影響評価を実施し，必

要に応じて防護対策を実施する。 

 

 

具体的な評価及び防護設計方針を，「2.3.1 防

 

 

 
発電炉は，添付書類

「Ｖ－１－１－８－

３」に記載されてお

り，記載の差異により

新たな論点が生じる

ものではない。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 359 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「2.5.4.1 建屋等内で発生する溢水に関

する溢水評価及び防護設計方針」のうち

「(1) 没水の影響に対する評価及び防護

設計方針」，「(2) 被水の影響に対する評

価及び防護設計方針」及び「(3) 蒸気影響

に対する評価及び防護設計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋等外で発生を想定する溢水に対し

ては，建屋等外で発生を想定する溢水によ

る影響を評価する上で期待する範囲を境

界とした建屋等内への流入を壁(貫通部止

水処置を含む。)，扉，堰等により防止する

設計とし，重大事故等対処設備が重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

 

具体的な評価および防護設計方針を

「2.5.4.2 建屋等外で発生する溢水に関

する溢水評価及び防護設計方針」に示す。 

護すべき設備を内包する建屋内及びエリア内で

発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方

針」のうち「(1) 没水の影響に対する評価及び防

護設計方針」，「(2) 被水の影響に対する評価及

び防護設計方針」及び「(3) 蒸気影響に対する評

価及び防護設計方針」に示す。 

 

 

使用済燃料プールの機能維持に関しては，発生

を想定する溢水の影響を受けて，使用済燃料プー

ル冷却系統及び給水系統が要求される機能を損

なうおそれがないことを評価する。具体的な評価

及び防護設計方針を，「2.3.2 使用済燃料プール

の機能維持に関する評価及び防護設計方針」に示

す。 

 

 

溢水防護区画を内包する建屋外から溢水が流

入するおそれがある場合には，防護対策により溢

水の流入を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な評価及び防護設計方針を，「2.3.3 防

護すべき設備を内包する建屋外及びエリア外で

発生する溢水に関する溢水評価及び防護設計方

MOX 燃料加工施設にお

いては，使用済燃料プ

ールに該当する設備

がないことに伴う差

異であり，新たに論点

が生じるものではな

い。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 360 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備が発生を想定する

溢水により重大事故等への対処に必要な

機能を損なわないよう，防護対策その他の

適切な処置を実施する。 

 

 

 

発生を想定する溢水から重大事故等対

処設備を防護するための設備について，実

施する防護対策その他の適切な処置の設

計方針を「2.5.5 発生を想定する溢水か

ら重大事故等対処設備を防護するための

設備の設計方針」に示す。 

 

針」に示す。 

 

 

発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体

を内包する容器，配管その他の設備（ポンプ，弁，

使用済燃料プール，サイトバンカプール，原子炉

ウェル，ドライヤセパレータプール）から放射性

物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合

において，放射性物質を含む液体が管理区域外へ

漏えいすることを防止する設計とする。 

管理区域外への漏えい防止に関する評価及び

防護設計方針を「2.3.4 放射性物質を含んだ液体

の管理区域外への漏えい防止に関する溢水評価

及び防護設計方針」に示す。 

 

 

防護すべき設備が発生を想定する溢水により

要求される機能を損なうおそれがある場合，又は

放射性物質を含む液体が管理区域外に漏えいす

るおそれがある場合には，防護対策その他の適切

な処置を実施する。 

 

 

発生を想定する溢水から防護すべき設備を防

護するための施設（以下「溢水防護に関する施設」

という。）について，実施する防護対策その他の

適切な処置の設計方針を「2.4 溢水防護に関する

施設の設計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

技術基準要求の差異

であり，新たに論点が

生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準要求の差異

であり，新たに論点が

生じるものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 361 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価の条件の変更により評価結果

が影響を受けないことを確認するために，

各種設備の追加，改造若しくは撤去又は資

機材の持込みにより評価条件としている

溢水源，溢水経路，滞留面積等に見直しが

ある場合は，溢水評価への影響確認を実施

することを保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋原子炉棟 6階については，原子炉建

屋原子炉棟 6階で発生した溢水が，原子炉建屋原

子炉棟内の東側の区画へ流下しない設計とする。

また，発生した溢水は流下開口により西側の区画

へ流下する設計とする。 

施設定期検査時については，使用済燃料プー

ル，原子炉ウェル及びドライヤセパレータプール

のスロッシングにより発生する溢水をそれぞれ

のプール等へ戻すことで，原子炉建屋原子炉棟 6

階よりも下層階に流下させない設計とし，原子炉

建屋原子炉棟 6 階よりも下層階に設置される防

護すべき設備がその機能を損なうおそれがない

設計とする。 

 

 

溢水評価条件の変更により評価結果が影響を

受けないことを確認するために，溢水防護区画に

おいて，各種設備の追加及び資機材の持込みによ

り評価条件としている溢水源，溢水経路及び滞留

面積等に見直しがある場合は，溢水評価への影響

確認を行うこととし，保安規定に定めて管理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価の再検討を

漏れなく実施できる

よう記載を適正化し

たことに伴う差異。 

「滞留面積等」の「等」

は将来的に溢水評価

の再検討を漏れなく

実施できるよう，運用

への反映事項として

示している。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 362 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 共通要因故障に対する考慮等 

(1) 共通要因故障に対する考慮 

a. 常設重大事故等対処設備 

ただし，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故等対

処設備は，代替設備により必要な機能を

確保すること，安全上支障のない期間で

修理の対応を行うこと，関連する工程の

停止等又はこれらを適切に組み合わせる

ことにより，機能を損なわない設計とす

る。代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理の

対応を行うこと，関連する工程を停止す

ること等については，保安規定に定めて，

管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 溢水から防護する重大事故等対処

設備の選定 

 

溢水によって重大事故等への対処に必

要な機能が損なわれないことを確認する

必要がある設備として，外的事象を要因と

する重大事故等に対処する重大事故等対

処設備を溢水から防護する重大事故等対

処設備として選定する。 

 

重大事故等対処設備のうち，内的事象を

要因とする重大事故等へ対処する常設重

大事故等対処設備のうち安全上重要な施

設以外の安全機能を有する施設と兼用す

る常設重大事故等対処設備は，溢水による

損傷を考慮して，代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない期間

で修理の対応を行うこと，関連する工程の

停止等又はこれらを適切に組み合わせる

ことにより，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

また，上記の施設に対する損傷を考慮し

て代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修理の対応

を行うこと，関連する工程を停止すること

等については，保安規定に定めて，管理す

る。 

 

 

2.1 防護すべき設備の設定 

 

評価ガイドを踏まえ，以下のとおり溢水防護対

象設備を設定する。 

(1) 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要

度分類に関する審査指針」における分類のクラ

ス１,２に属する構築物，系統及び機器に加え，

安全評価上その機能を期待するクラス３に属

する構築物，系統及び機器のうち，以下の機能

を達成するための重要度の特に高い安全機能

を有する系統が，その安全機能を適切に維持す

るために必要な設備。 

・運転状態にある場合には，原子炉を高温停止及

び，引き続き低温停止することができ，並びに

放射性物質の閉じ込め機能を維持するための

設備。 

・停止状態にある場合は引き続きその状態を維

持する設備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉には安全機能

の重要度分類に関す

る審査指針があるが，

MOX 燃料加工施設に対

して同様の指針がな

いことによる差異で

あり，新たに論点が生

じるものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 363 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水から防護する重大事故等対処設備

が溢水により重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計であることを確

認するための，溢水評価を実施する。 

溢水から防護する重大事故等対処設備

のうち，溢水影響を受けても必要な機能を

損なうおそれがない静的機器及び動的機

能が喪失しても重大事故等への対処に必

要な機能に影響しない機器については，溢

水評価の対象としない。 

なお，溢水評価の条件に見直しがある場

合は，溢水評価への影響確認を行うことを

保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水から防護する重大事故等対処設備

の選定及び溢水評価の対象の設定に係る

具体的な内容を「2.5.7 溢水から防護す

る重大事故等対処設備の選定」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 使用済燃料プールの冷却機能及び使用済燃

料プールへの給水機能を適切に維持するため

に必要な設備 

 

また，重大事故等対処設備についても溢水から

防護すべき設備として設定する。 

 

 

 

防護すべき設備の設定の具体的な内容を添付

書類「Ⅴ-1-1-8-2 防護すべき設備の設定」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設にお

いては，使用済燃料プ

ールに該当する設備

がないことに伴う差

異であり，新たに論点

が生じるものではな

い。 

 

 

溢水評価の対象を

明確化するため記載

したものであり，具体

的な内容を「2.5.7 

溢水から防護する重

大事故等対処設備の
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 364 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，再処理施設にて設置され MOX にお

いて共用する重大事故等対処設備及びそ

れらを収納する建屋等については，設備毎

の申請に合わせて次回以降の申請で説明

する。 

 

 

2.5.3 溢水評価条件の設定 

2.5.3.1 溢水源及び溢水量の設定 

溢水源及び溢水量は，「Ⅴ－１－１－７

－１ 加工施設内における溢水による損

傷の防止」の「2.2.1 溢水源及び溢水量の

設定」に基づき，想定破損による溢水，消

火水等の放水による溢水及びその他の溢

水を踏まえ設定する。 

その場合において「溢水防護対象設備」

を「溢水から防護する重大事故等対処設

備」に，「燃料加工建屋」を「建屋等」に

読み替えて適用する。 

地震起因による溢水については，「Ⅴ－

１－１－４－２ 重大事故等対処設備が

使用される条件の下における健全性に関

する説明書」の「6. (1) 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計の

基本方針」に基づき，事業(変更)許可を受

けた設計基準事故において想定した条件

より厳しい条件を要因とした外的事象の

地震として，基準地震動 Ss を超える地震

力を想定し，基準地震動 Ss の 1.2 倍の地

震力に対して，耐震性が確認されない系統

 

 

 

 

 

 

 

2.2 溢水評価条件の設定 

(1) 溢水源及び溢水量の設定 

溢水源及び溢水量は，想定破損による溢水，消

火水の放水による溢水及び地震起因による溢水

を踏まえ設定する。また，その他の溢水も評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選定」に示す。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 365 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を溢水源として設定する。 

ただし，基準地震動 Ss の 1.2 倍の地震

力に対して耐震性が確保される系統につ

いては，溢水源とはしない。 

なお，基準地震動 Ss の 1.2 倍の地震力

に対して耐震性が確保される系統は，「Ⅴ

－１－１－７－１ 加工施設内における

溢水による損傷の防止」の「2.2.1(3) 地

震起因による溢水」の対象と同じである。 

溢水源及び溢水量の設定の具体的な内

容を「Ⅴ－１－１－６－３ 溢水影響に関

する評価方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定破損による溢水では，評価ガイドを参照

し，高エネルギー配管は「完全全周破断」，低エ

ネルギー配管は「配管内径の 1／2 の長さと配管

肉厚の 1／2の幅を有する貫通クラック（以下「貫

通クラック」という。）」の破損を想定した評価

とし，想定する破損箇所は溢水影響が も大きく

なる位置とする。 

 

ただし，高エネルギー配管については，ターミ

ナルエンドを除き，応力評価の結果により，以下

のとおり破損形状を想定する。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納

容器バウンダリの配管であれば発生応力が許

容応力の 0.8 倍以下であれば破損を想定しな

い。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納

容器バウンダリ以外の配管であれば発生応力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 366 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が許容応力の0.4倍を超え0.8倍以下であれば

「貫通クラック」による溢水を想定した評価と

し，0.4 倍以下であれば破損は想定しない。 

 

低エネルギー配管については，配管の発生応力

が許容応力の 0.4 倍以下であれば破損は想定し

ない。 

 

具体的には，高エネルギー配管のうち，原子炉

冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウ

ンダリ以外の配管である原子炉隔離時冷却系蒸

気配管及び原子炉建屋廃棄物処理棟の所内蒸気

配管の一般部（1B を超える。）は，発生応力が許

容応力の 0.8 倍以下を確保する設計とし，「貫通

クラック」による溢水を想定した評価とする。破

損を想定しない低エネルギー配管は発生応力が

許容応力の 0.4 倍以下を確保する設計とする。 

 

発生応力と許容応力の比較により破損形状の

想定を行う原子炉隔離時冷却系蒸気配管及び原

子炉建屋廃棄物処理棟の所内蒸気配管の一般部

（1B を超える。）及び 破損を想定しない低エネ

ルギー配管は，評価結果に影響するような配管減

肉がないことを確認するために，継続的な肉厚管

理を実施することとし，保安規定に定めて管理す

る。 

 

また，高エネルギー配管として運転している時

間の割合が，当該系統の運転している時間の 2 ％

又はプラント運転期間の 1 ％より小さいことか

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 367 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら低エネルギー配管とする系統（ほう酸水注入

系，残留熱除去系，残留熱除去系海水系，高圧炉

心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系及び原子炉隔

離時冷却系）については，運転時間実績管理を実

施することとし，保安規定に定めて管理する。 

 

 

消火水の放水による溢水では，消火活動に伴う

消火栓からの放水量を溢水量として設定する。消

火栓以外の設備である発電所内で生じる異常状

態（火災を含む。）の拡大防止のために設置され

るスプリンクラ及び格納容器スプレイ系統から

の溢水については，防護すべき設備が溢水影響を

受けない設計とする。 

具体的には，防護すべき設備が設置される建屋

には，スプリンクラは設置しない設計とする。 

 

 

格納容器スプレイ系統の作動により発生する

溢水については，原子炉絡納容器内の防護すべき

設備が要求される機能を損なうおそれがない設

計とし，詳細は添付書類「Ⅴ-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書」の「2.3 環境条件

等」に示す。また，格納容器スプレイ系統は，作

動信号系の単一故障により誤作動しないように

設計されることから，誤作動による溢水は想定し

ない。 

 

 

論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 368 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震起因による溢水では，流体を内包すること

で溢水源となり得る機器のうち，基準地震動Ｓｓ

による地震力により破損するおそれがある機器

からの漏水及び使用済燃料プールのスロッシン

グによる漏水を溢水源として設定する。施設定期

検査中においては，使用済燃料プール，原子炉ウ

ェル及びドライヤセパレータプールのスロッシ

ングによる漏水を溢水源として設定する。廃棄物

処理建屋においては，耐震重要度分類に応じた要

求される地震力によるサイトバンカプールのス

ロッシングによる漏水を溢水源として設定する。 

 

 

 

その際，配管については破断形状として完全全

周破断を考慮した溢水流量，容器については全保

有水量の流出を考慮する。 

 

 

使用済燃料プール，原子炉ウェル及びドライヤ

セパレータプールのスロッシングによる溢水量

の算出に当たっては，基準地震動Ｓｓにより生じ

るスロッシングにてプール外へ漏えいする溢水

量を考慮する。 

 

 

耐震Ｓクラス機器については，基準地震動Ｓｓ

による地震力によって破損は生じないことから

溢水源として想定しない。また，耐震Ｂ，Ｃクラ

ス機器のうち，耐震対策工事の実施あるいは設計

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 369 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の裕度の考慮により，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して耐震性が確保されているものにつ

いては溢水源として想定しない。 

 

 

溢水量の算出に当たっては，漏水が生じるとし

た機器のうち防護すべき設備への溢水の影響が

も大きくなる位置で漏水が生じるものとして

評価する。 

 

 

 

 

溢水量の設定において，隔離による漏えい停止

を期待する場合には，漏えい停止までの適切な隔

離時間を考慮し，配管の破損箇所から流出した漏

水量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統

の保有水量を合算して設定する。ここで漏水量

は，配管の破損箇所からの流出流量に隔離時間を

乗じて設定する。なお，手動による漏えい停止の

手順は，保安規定に定めて管理する。 

 

溢水量の算出に当たっては，配管の保有水量に

10 ％の保守性を考慮した設計とする。 

 

その他の溢水については，地下水の流入，降水，

屋外タンクの竜巻による飛来物の衝突による破

損を伴う漏えい等の地震以外の自然現象により

発生する溢水及び機器の誤作動等による漏えい

事象を想定し，これらの溢水についても防護すべ
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 370 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，応力評価により溢水源から除外す

る設備の評価の具体的な内容を「Ⅴ－１－

１－７－７  溢水による損傷の防止に

対する強度に関する説明書」に，耐震性の

確認により溢水源から除外する設備の評

価の具体的な内容を「Ⅴ－１－１－７－６ 

溢水による損傷の防止に対する耐震設計」

及び「Ⅲ－４ 溢水による損傷の防止に対

する耐震性に関する説明書」に示す。 

 

 

2.5.3.2 溢水防護区画及び溢水経路の設

定 

溢水防護区画及び溢水経路については，

「Ⅴ－１－１－７－１ 加工施設内にお

ける溢水による損傷の防止」の「2.2.2 溢

水防護区画及び溢水経路の設定」に基づき

設定する。 

溢水評価を実施する区画として，以下の

通り設定する。 

(1) 評価対象となる溢水から防護する重

大事故等対処設備が設置される区画 

き設備が溢水の影響を受けて要求される機能を

損なうおそれがない設計とする。 

 

溢水源及び溢水量の設定の具体的な内容を添

付書類「Ⅴ-1-1-8-3 溢水評価条件の設定」のう

ち「2.溢水源及び溢水量の設定」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

 

溢水防護区画は，防護すべき設備が設置されて

いるすべての区画並びに中央制御室及び現場操

作が必要な設備へのアクセス通路について設定

する。 

 

溢水防護区画は壁，扉，堰，床段差等又はそれら

の組み合わせによって他の区画と分離される区

画として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強度及び耐震評価に

関する関連書類の紐

づけとして記載した

ものであり，新たに論

点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価で用いる区

画及び評価対象の区

画の設定について記

載を詳細化したこと

に伴う差異であり，新

たに論点が生じるも

のではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 371 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 中央監視室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水経路は，溢水防護区画内外で発生を想定す

る溢水に対して，当該区画内の溢水水位が も高

くなるように設定する。 

 

消火活動により区画の扉を開放する場合は，開放

した扉からの消火水の伝播を考慮した溢水経路

とする。また，壁貫通部止水処置は，火災により

機能を損なうおそれがない設計とする。 

また，溢水経路を構成する水密扉については，

閉止状態を確実にするために，中央制御室におけ

る閉止状態の確認，開放後の確実な閉止操作及び

閉止されていない状態が確認された場合の閉止

操作の手順書の整備を行うこととし，保安規定に

定めて管理する。 

 

また，原子炉建屋原子炉棟 6階については，大

物機器搬入口開口部及び燃料輸送容器搬出口開

口部に関して，キャスク搬出入時における原子炉

建屋原子炉棟溢水拡大防止堰 6-4（鋼板部）の取

り外し，並びに原子炉建屋原子炉棟 6階の残留熱

除去系Ａ系及びＢ系の熱交換器ハッチ開口部に

関して，ハッチを開放する前には原子炉建屋原子

炉棟止水板 6-1 及び原子炉建屋原子炉棟止水板

6-2 の設置並びにその他の流下経路（床ファンネ

ル及び流下開口）の閉止措置を行い，溢水が下層

階へ流下することを防止する設計とする。また，

この堰，止水板の設置及び流下経路の閉止措置に

係る運用は保安規定に定めて管理する。 

現場操作が必要な設備へのアクセス通路につい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新た

に論点が生じるもの

ではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 372 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護区画及び溢水経路の設定の具

体的な内容を「Ⅴ－１－１－７－３ 溢水

影響に関する評価方針」のうち「3. 溢水

防護区画及び溢水経路の設定」に示す。 

 

 

2.5.4 溢水評価及び防護設計方針 

2.5.4.1 建屋等内で発生する溢水に関す

る溢水評価及び防護設計方針 

 

(1) 没水の影響に対する評価及び防護設

計方針 

溢水から防護する重大事故等対処設備

は，建屋等内で発生する溢水による没水の

影響に対して「Ⅴ－１－１－７－１ 加工

施設内における溢水による損傷の防止」の

「2.3.1 燃料加工建屋内で発生する溢水

に関する溢水評価及び防護設計方針」の

「(1) 没水の影響に対する評価及び防護

設計方針」に基づく設計とする。その場合

において「溢水防護対象設備」を「溢水か

ら防護する重大事故等対処設備」に，「安

全機能」を「重大事故等への対処に必要な

機能」に読み替えて適用する。 

 

て， 終的な滞留水位が 200 mm より高くなる区

画には想定される水位に応じて必要な高さの歩

廊を設置し，アクセスに影響のない措置を講じ

る。 

 

溢水防護区画及び溢水経路の設定の具体的な

内容を添付書類「Ⅴ-1-1-8-3 溢水評価条件の設

定」のうち「3. 溢水防護区画及び溢水経路の設

定」に示す。 

 

 

2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.1 防護すべき設備を内包する建屋内及びエ

リア内で発生する溢水に関する溢水評価及び防

護設計方針 

(1) 没水の影響に対する評価及び防護設計方針 

 

発生を想定する溢水量，溢水防護区画及び溢水経

路から算出される溢水水位と，防護すべき設備が

要求される機能を損なうおそれがある高さ（以下

「機能喪失高さ」という。）を評価し，防護すべ

き設備が没水の影響により要求される機能を損

なうおそれがないことを評価する。 

 

 

 

 

 

 

また，溢水の流入状態，溢水源からの距離，人の
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 373 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加えて，溢水から防護する重大事故等対

処設備は，溢水水位を踏まえた位置に設置

又は保管することで，没水影響により設計

基準事故に対処するための設備又は同様

の機能を有する重大事故等対処設備と同

時に機能喪失しない設計とする。 

 

アクセス等による一時的な水位変動を考慮し，機

能喪失高さは，溢水水位に対して裕度を確保する

設計とする。具体的には，防護すべき設備の機能

喪失高さが溢水防護区画ごとに算出される溢水

水位に対して一律 100 mm 以上の裕度を確保する

設計とする。 

 

さらに，区画の床勾配による床面高さのばらつき

を考慮し，評価に用いる溢水水位に一律 100 mm

の裕度を確保する設計とする。 

 

防護すべき設備が溢水による水位に対し機能喪

失高さを確保できないおそれがある場合は，溢水

水位を上回る高さまで，止水性を維持する壁，扉，

蓋，堰，逆流防止装置又は貫通部止水処置により

溢水伝播を防止する対策を実施する。 

 

止水性を維持する溢水防護に関する施設につい

ては，試験又は机上評価にて止水性を確認する設

計とする。 

 

 

 

重大事故等対処設備については，溢水水位を踏

まえた位置に設置又は保管することで，没水影響

により設計基準事故対処設備等又は同様の機能

を有する重大事故等対処設備と同時に機能喪失

しない設計とする。 

 

使用済燃料プールの水位及び温度の監視に必

 

 

「Ｖ－１－１－７－

４ 溢水影響に関す

る評価」にて示す。 

 

 

「Ｖ－１－１－７－

４ 溢水影響に関す

る評価」にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

当社では具体設計で

あることを踏まえ「Ⅴ

－ １－ １－ ７－５ 

溢水防護設備の詳細

設計」にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 374 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

没水影響に対する評価の具体的な内容

を「Ⅴ－１－１－７－３ 溢水影響に関す

る評価方針」のうち「4.1 没水影響に対す

る評価方法」に示す。 

 

 

(2) 被水の影響に対する評価及び防護設

計方針 

溢水から防護する重大事故等対処設備

は，建屋等内で発生する溢水による被水の

影響に対して「Ⅴ－１－１－７－１ 加工

施設内における溢水による損傷の防止」の

「2.3.1 燃料加工建屋内で発生する溢水

に関する溢水評価及び防護設計方針」の

「(2) 被水の影響に対する評価及び防護

設計方針」に基づく設計とする。その場合

要な設備は，使用済燃料プールのスロッシング等

により一時的に水没するおそれがあることから，

没水に対して機能喪失しない設計とする。 

 

消火水の放水による没水影響で防護すべき設

備の機能を損なうおそれがある場合には，水消火

を行わない消火手段（ハロゲン化物消火設備によ

る消火，二酸化炭素自動消火設備による消火，消

火器による消火）を採用することで没水の影響が

発生しない設計とする。 

さらに当該エリアへの不用意な放水を行わな

い運用とすることとし保安規定に定めて管理す

る。 

 

没水影響評価の具体的な内容を添付書類「Ⅴ-

1-1-8-4 溢水影響に関する評価」のうち「2.1 没

水影響に対する評価」に示す。 

 

 

 

(2) 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 

 

溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散

による被水若しくは天井面の開口部又は貫通部

からの被水の影響により，防護すべき設備が要求

される機能を損なうおそれがないことを評価す

る。 

 

 

 

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 375 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

において「溢水防護対象設備」を「溢水か

ら防護する重大事故等対処設備」に，「安

全機能」を「重大事故等への対処に必要な

機能」に読み替えて適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加えて，溢水から防護する重大事故等対

処設備は，位置的分散により，被水影響に

 

 

 

防護すべき設備は，浸水に対する保護構造（以

下「保護構造」という。）を有し被水影響を受け

ても要求される機能を損なうおそれがない設計

とする。 

 

保護構造を有さない場合は，機能を損なうおそ

れがない配置設計又は被水の影響が発生しない

よう当該設備が設置される溢水防護区画におい

て水消火を行わない消火手段（ハロゲン化物消火

設備による消火，二酸化炭素自動消火設備による

消火，消火器による消火）を採用する設計とする。 

 

保護構造により要求される機能を損なうおそ

れがない設計とする設備については，評価された

被水条件を考慮しても要求される機能を損なう

おそれがないことを設計時に確認し，保護構造を

維持するための保守管理を実施する。 

 

 

また，水消火を行う場合には，消火対象以外の

設備への誤放水がないよう，消火放水時に不用意

な放水を行わない運用とすることとし保安規定

に定めて管理する。 

 

 

重大事故等対処設備については，位置的分散に

より，被水影響により設計基準事故対処設備等又
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 376 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より設計基準事故に対処するための設備

又は同様の機能を有する重大事故等対処

設備と同時に機能喪失しない設計とする。 

 

 

被水影響に対する評価の具体的な内容

を「Ⅴ－１－１－７－３ 溢水影響に関す

る評価方針」のうち「4.2 被水影響に対す

る評価方針」に示す。 

 

(3) 蒸気影響に対する評価及び防護設計

方針 

 

溢水から防護する重大事故等対処設備

は，建屋等内で発生する溢水による蒸気影

響に対して「Ⅴ－１－１－７－１ 加工施

設内における溢水による損傷の防止」の

「2.3.1 燃料加工建屋内で発生する溢水

に関する溢水評価及び防護設計方針」の

「(3) 蒸気影響に対する評価及び防護設

計方針」に基づく設計とする。その場合に

おいて「溢水防護対象設備」を「溢水から

防護する重大事故等対処設備」に，「安全

機能」を「重大事故等への対処に必要な機

能」に読み替えて適用する。 

 

 

 

 

 

は同様の機能を有する重大事故等対処設備と同

時に機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

被水影響評価の具体的な内容を添付書類「Ⅴ-

1-1-8-4 溢水影響に関する評価」のうち「2.2 被

水影響に対する評価」に示す。 

 

 

(3) 蒸気影響に対する評価及び防護設計方針 

 

 

溢水防護区画内で発生を想定する漏えい蒸気，区

画間を拡散する漏えい蒸気及び破損想定箇所近

傍での漏えい蒸気の直接噴出による影響を，建設

時の蒸気漏えい発生時の環境条件を基に設定し

た条件，設定した空調条件及び解析区画条件によ

り評価し，防護すべき設備が蒸気影響により要求

される機能を損なうおそれがないことを評価す

る。 

 

 

 

 

 

漏えい蒸気による影響が蒸気曝露試験又は机上

評価により設備の健全性が確認されている条件

を超え防護すべき設備が要求される機能を損な

うおそれがある場合並びに躯体形状の変更等に

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 377 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より解析区画条件が建設時の蒸気漏えい発生時

の環境条件を基に設定した条件を超えるおそれ

がある場合には，漏えい蒸気影響を緩和するため

の対策を実施する。 

 

蒸気影響評価において期待する溢水防護対策を

以下に示す。 

漏えい蒸気影響を緩和するために，蒸気漏えいを

早期自動検知し，直ちに自動隔離を行うために，

自動検知・遠隔隔離システム（温度検出器，蒸気

遮断弁及び検知制御・監視盤）を設置する。 

蒸気遮断弁は，所内蒸気系統に設置し隔離信号発

信後■秒以内に自動隔離する設計とする。 

 

蒸気の漏えいの自動検知及び自動遠隔隔離だけ

では解析区画条件が建設時の蒸気漏えい発生時

の環境条件を基に設定した条件を超えるおそれ

がある配管破断想定箇所には，防護カバーを設置

し，防護カバーと配管のすき間（両側合計■mm 以

下）を設定することで漏えい蒸気影響を緩和す

る。 

 

なお，微小な蒸気漏えい等により温度検出器を設

置した区画内の温度が自動検知・遠隔隔離システ

ムの作動に必要となる温度まで到達せず，自動検

知・遠隔隔離システムが作動しない場合を考慮

し，手動にて隔離を行うことを保安規定に定め管

理する。 

 

蒸気曝露試験は，漏えい蒸気による環境において

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 378 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加えて，溢水から防護する重大事故等対

処設備は，位置的分散により，蒸気影響に

より設計基準事故に対処するための設備

又は同様の機能を有する重大事故等対処

設備と同時に機能喪失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気影響に対する評価の具体的な内容

を「Ⅴ－１－１－７－３ 溢水影響に関す

る評価方針」のうち「4.3 蒸気影響に対す

る評価方針」に示す。 

 

要求される機能を損なうおそれがある電気設備

又は計装設備を対象に，漏えい蒸気による環境条

件（温度，湿度及び圧力）により対象設備が要求

される機能を損なわないことを評価するために

実施する。ただし，試験実施が困難な機器につい

ては，漏えい蒸気による環境条件に対する耐性を

机上評価する。 

 

主蒸気管破断事故時等には，原子炉建屋原子炉棟

内外の差圧による原子炉建屋外側ブローアウト

パネルの開放により，溢水防護区画内において蒸

気影響を軽減する設計とする。 

 

重大事故等対処設備については，位置的分散によ

り，蒸気影響により設計基準事故対処設備等又は

同様の機能を有する重大事故等対処設備と同時

に機能喪失しない設計とする。 

 

 

防護すべき設備が蒸気環境に曝された場合，防護

すべき設備の要求される機能が損なわれていな

いことを確認することとし，保安規定に定めて管

理する。  

 

 

蒸気影響評価の具体的な内容を添付書類「Ⅴ-1-

1-8-4 溢水影響に関する評価」のうち「2.3 蒸気

影響に対する評価」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を

示す。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 379 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋外側ブローアウトパネルに関する具

体的な設計方針については，添付書類「Ⅴ-1-1-6 

安全設備及び重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書」に示

す。 

 

2.3.2 使用済燃料プールの機能維持に関する評

価及び防護設計方針 

使用済燃料プールに関しては，発生を想定する溢

水の影響を受けても，使用済燃料プール冷却系統

及び給水系統に要求される機能が損なわれるお

それがないことを評価する。具体的には，基準地

震動Ｓｓによる地震力によって生じるスロッシ

ング後の使用済燃料プール水位が，使用済燃料プ

ールの冷却機能（水温 65 ℃以下）の維持に必要

な水位（サージタンクに流入するオーバーフロー

ラインの下端位置以上）及び保安規定で定めた管

理区域内における特別措置を講じる基準である

線量率（≦1.0 mSv/h）を満足する水位を上回る

ことを評価する。 

また，スロッシングによる溢水（その他機器の地

震起因による溢水を含む。）の影響を受けて，使

用済燃料プールの冷却機能及び使用済燃料プー

ルへの給水機能の維持に必要な機器が要求され

る機能を損なうおそれがないことを評価する。 

防護すべき設備が溢水により要求される機能を

損なうおそれがある場合には，防護対策その他の

適切な処置を実施する。 

使用済燃料プールのスロッシングによる溢水量

の算出に当たっては，基準地震動Ｓｓによる地震

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 380 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4.2 建屋等外で発生する溢水に関す

る溢水評価及び防護設計方針 

 

 

溢水から防護する重大事故等対処設備

は，建屋等外で発生する溢水に対して「Ⅴ

－１－１－７－１ 加工施設内における

溢水による損傷の防止」の「2.3.2 燃料加

力によって生じるスロッシング現象をスロッシ

ング後の使用済燃料プール水位及び使用済燃料

プール外へ漏えいする水量がそれぞれ保守的に

なるよう設定した評価条件で３次元流動解析に

より評価する。 

施設定期検査時においては，スロッシングによる

溢水が使用済燃料プール，原子炉ウェル及びドラ

イヤセパレータプールへ戻ることを踏まえ，スロ

ッシング後にも使用済燃料プールの適切な水温

及び遮蔽水位を維持できる設計とする。なお，プ

ール等周りの縁石には，スロッシングによる溢水

がプール等へ戻りやすくなるよう切欠きを設置

する。 

スロッシングによる溢水がプール等へ戻る際の

プール内への異物落下防止措置及び異物による

切欠きの閉塞防止措置について，保安規定に定め

て管理する。 

使用済燃料プール機能維持評価の具体的な内容

を添付書類「Ⅴ-1-1-8-4 溢水影響に関する評価」

のうち「2.4 使用済燃料プールの機能維持に関す

る溢水評価」に示す。 

 

2.3.3 防護すべき設備を内包する建屋外及びエ

リア外で発生する溢水に関する溢水評価及び防

護設計方針 

 

防護すべき設備を内包する建屋及びエリアにお

いて，建屋外及びエリア外で発生を想定する溢水

である循環水管の伸縮継手の破損による溢水，屋

外タンクで発生を想定する溢水，地下水等が，建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 381 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工建屋外で発生する溢水に関する溢水評

価及び防護設計方針」に基づく設計とす

る。その場合において「燃料加工建屋」を

「建屋等」，「溢水防護対象設備」を「溢

水から防護する重大事故等対処設備」，「安

全機能」を「重大事故等への対処に必要な

機能」に読み替えて適用する。 

 

加えて，溢水から防護する重大事故等対

処設備を収納する建屋等外で発生を想定

する溢水によって，屋外に設置する重大事

故等対処設備の重大事故等への対処に必

要な機能に影響を与えるおそれがある場

合には，重大事故等対処設備の設置場所に

おける重大事故等対処設備が重大事故等

への対処に必要な機能を損なうおそれが

ある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)

が建屋等外で想定される溢水水位を上回

る設計とし，重大事故等対処設備が重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内及びエリア内に流入するおそれがある場合

には，壁，扉，蓋の設置及び貫通部止水処置を実

施することで建屋内及びエリア内への流入を防

止する設計とし，防護すべき設備が要求される機

能を損なうおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，建屋外及びエリア外で発生する溢水量の

低減対策として以下に期待する。 

海水ポンプエリア外及びタービン建屋内にお

ける循環水管の伸縮継手の破損箇所からの溢水

を早期に自動検知し，隔離（地震起因による伸縮

継手の破損の場合は自動隔離，それ以外は中央制

御室からの遠隔手動隔離）を行うために，循環水

系隔離システム（漏えい検知器，循環水ポンプ出

口弁，復水器水室出入口弁，検知制御盤及び検知

論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 382 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋等外で発生する溢水に関する溢水評

価の具体的な内容を「Ⅴ－１－１－７－４ 

溢水影響に関する評価」のうち「2.5 防護

すべき設備を内包する建屋外で発生する

溢水に関する溢水評価」に示す。 

 

 (1) 屋外の重大事故等対処設備に対す

る溢水評価及び防護設計方針 

屋外で発生を想定する溢水により，屋外

の重大事故等対処設備が重大事故等への

対処に必要な機能を損なわないことを評

価する。 

屋外で発生する溢水に対しては，屋外で

発生を想定する溢水のうち屋外タンク等

の破損による溢水により没水し，屋外の重

大事故等対処設備の重大事故等への対処

監視盤等）を設置する。隔離信号発信後■分以内

に循環水ポンプ，循環水ポンプ出口弁及び復水器

水室出入口弁を自動隔離する設計とする。さら

に，海水ポンプエリア外の循環水管については，

伸縮継手を可撓継手構造とし，継手部のすき間

（合計■mm 以下）を設定する設計とすることで，

破損箇所からの溢水量を低減する設計とする。 

 

地下水については，排水ポンプの故障等により建

屋周囲の水位が地表面まで上昇することを想定

し，建屋外周部における壁及び貫通部止水処置に

より 防護すべき設備を内包する建屋への流入を

防止する設計とする。 

 

防護すべき設備を内包する建屋外及びエリア外

で発生する溢水に関する溢水評価の具体的な内

容を添付書類「Ⅴ-1-1-8-4 溢水影響に関する評

価」のうち「3.溢水防護区画を内包する建屋外か

らの流入防止」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を

示す。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 383 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に必要な機能を損なわないよう，溢水の影

響を受けるおそれのある部位に対して，必

要な機能喪失高さを確保する設計とする。

また，屋外で発生を想定する溢水のうち屋

外タンク等の破損による溢水により被水

し，屋外の重大事故等対処設備の重大事故

等への対処に必要な機能を損なわないよ

う，溢水の影響を受けるおそれのある部位

に対して，水の浸入経路からの水の浸入を

防ぐ保護構造を有する設計とする。さら

に，屋外タンク等の破損により発生する蒸

気の影響を受けて，屋外の重大事故等対処

設備の重大事故等への対処に必要な機能

を損なわないよう，蒸気の影響を受けるお

それのある部位に対して，机上評価にて健

全性を確認する設計とする。 

加えて，重大事故等対処設備を収納する

建屋等外で発生を想定する溢水によって，

屋外に設置する重大事故等対処設備の重

大事故等への対処に必要な機能に影響を

与えるおそれがある場合には，重大事故等

対処設備の設置場所における重大事故等

対処設備が重大事故等への対処に必要な

機能を損なうおそれがある高さ(以下「機

能喪失高さ」という。)が建屋等外で想定さ

れる溢水水位を上回る設計とし，重大事故

等対処設備が重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

また，可能な限り位置的分散若しくは分

散配置を図る，又は被水及び蒸気防護を行
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 384 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うことで，重大事故等対処設備を収納する

建屋等外で発生を想定する溢水の影響に

より設計基準事故に対処するための設備

の安全機能又は同様の機能を有する重大

事故等対処設備の重大事故等に対処する

ために必要な機能が同時に喪失しない設

計とする。 

 

屋外で発生を想定する溢水のうち降水

に対する影響評価については，「Ⅴ－１－

１－１－１ 自然現象等への配慮に関す

る説明書」にて説明する。 

 

屋外の溢水防護対象設備に対する溢水

評価の具体的な内容を「Ⅴ－１－１－６－

３ 溢水影響に関する評価方針」のうち

「4. 溢水評価」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 放射性物質を含んだ液体の管理区域外へ

の漏えい防止に関する溢水評価及び防護設計方

針 

発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を

内包する容器，配管及びその他の設備（ポンプ，

弁，使用済燃料プール，サイトバンカプール，原

子炉ウェル，ドライヤセパレータプール）からあ

ふれ出る放射性物質を含む液体について，溢水

量，溢水防護区画及び溢水経路により溢水水位を

算出し，放射性物質を内包する液体が管理区域外

へ漏えいすることを防止し伝播するおそれがな

いことを評価する。なお，地震時における放射性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術基準要求の差異

であり，新たに論点が

生じるものではない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 385 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5 発生を想定する溢水から重大事故

等対処設備を防護するための設備の設計

方針 

物質を含む液体の溢水量の算出については，耐震

重要度分類に応じた要求される地震力を用いて

設計する。 

放射性物質を含む液体が管理区域外に伝播する

おそれがある場合には管理区域外への溢水伝播

を防止するため，防護対策を実施する。 

評価で期待する溢水防護対策として，漏えいする

溢水水位を上回る高さを有する伝播防止処置を

実施し，放射性物質を含む液体が管理区域外へ伝

播しない設計とする。また，溢水防護対策は，溢

水水位に対して原則 200 mm 以上の裕度を確保す

る設計とする。具体的には，溢水の流入状態，溢

水源からの距離，人のアクセス等による一時的な

水位変動を考慮し，溢水水位に対して原則 100 mm

以上の裕度を確保するとともに，区画の床勾配に

よる床面高さのばらつきを考慮し，溢水水位に原

則 100 mm 以上の裕度を確保する。ただし，溢水

水位が低い場合や溢水防護 

対策の設置位置が床勾配の上端部であることが

明らかな位置にある場合には，適切な裕度を確保

する設計とする。 

 

管理区域外への漏えい防止に関する溢水評価の

具体的な内容を添付書類「Ⅴ-1-1-8-4 溢水影響

に関する評価」のうち「4. 管理区域外への漏え

い防止に関する溢水評価」に示す。 

 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 386 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生を想定する溢水から重大事故等対

処設備を防護するための設備は，「Ⅴ－１

－１－７－１ 加工施設内における溢水

による損傷の防止」の「2.4 溢水防護設備

の設計方針」に基づく設計する。その場合

において「溢水防護対象設備」を「溢水か

ら防護する重大事故等対処設備」，「安全

機能」を「重大事故等への対処に必要な機

能」に読み替えて適用する。 

 

また，評価対象となる重大事故等対処設

備のうち，地震を要因とする重大事故等に

対する施設を防護するために必要な溢水

防護設備は，地震起因による溢水におい

て，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍した地震力に

対して，機能を維持することで，重大事故

における溢水防護対象設備の重大事故等

に対処するために必要な機能が維持でき

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「2.2 溢水評価条件の設定」及び「2.3 溢水評価

及び防護設計方針」を踏まえ，溢水防護区画の設

定，溢水経路の設定及び溢水評価において期待す

る溢水防護に関する施設の設計方針を以下に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計に当たっては，溢水防護に関する施設が要求

される機能を踏まえ，溢水の伝播を防止する設備

及び蒸気影響を緩和する設備に分類し設計方針

を定める。 

 

また，溢水防護に期待する施設は，要求される機

能を維持するため，計画的に保守管理を実施する

とともに，必要に応じ補修を実施することとし，

保安規定に定めて管理する。 

 

基本設計方針の構成

を踏まえた記載であ

り，新たに論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

678



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 387 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

2.5.5.1 溢水伝播を防止する設備 

溢水伝播を防止する設備は，「Ⅴ－１－

１－７－１ 加工施設内における溢水に

よる損傷の防止」の「2.4 溢水防護設備の

設計方針」に基づく設計とし，その場合に

おいて「燃料加工建屋」を「建屋等」に読

み替えて適用する。 

また，評価対象となる重大事故等対処設備

のうち，地震を要因とする重大事故等に対

する施設を防護するために必要な溢水伝

播を防止する設備は，「 基準地震動Ｓｓに

よる地震力」を「基準地震動Ｓｓの 1.2 倍

した地震力」に読み替えて適用する。 

 

溢水防護設備のうち，溢水伝播を防止する

設備の設計方針については，溢水防護設備

の申請に合わせて後次回にて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護に関する施設の設計方針を添付書類「Ⅴ

-1-1-8-5 溢水防護施設の詳細設計」に示す。 

 

 

 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 水密扉（浸水防止設備と一部兼用） 

原子炉建屋原子炉棟内で発生を想定する溢水が，

溢水防護区画へ伝播しない設計とするために，止

水性を有する残留熱除去系 A系ポンプ室水密扉，

原子炉隔離時却系室北側水密扉，原子炉隔離時冷

却系室南側水密扉及び高圧炉心スプレイ系ポン

プ室水密扉を設置する。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 388 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区

画内（常設代替高圧電源装置用カルバート内）へ

伝播しない設計とするために，止水性を有する常

設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側

水密扉（浸水防止設備と兼用）を設置する。 

水密扉は，発生を想定する溢水水位による静水圧

に対し，溢水伝播を防止する機能を維持する設計

とする。また，地震時及び地震後において，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して，溢水伝播を防

止する機能を維持する設計とする。 

 

(2) 浸水防止蓋，水密ハッチ（浸水防止設備と兼

用） 

屋外で発生を想定する溢水が，溢水防護区画を内

包する建屋へ伝播しない設計とするために，止水

性を有する海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防

止蓋，緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止

蓋，緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止

蓋，格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハ

ッチ，常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッ

チ及び常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ

用水密ハッチを設置する。  

浸水防止蓋及び水密ハッチは，発生を想定する溢

水水位による静水圧に対し，溢水伝播を防止する

機能を維持する設計とする。また，地震時及び地

震後において，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，溢水伝播を防止する機能を維持する設計と

する。 

 

(3) 溢水拡大防止堰，止水板 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 389 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋原子炉棟及び原子炉建屋付属棟で発

生を想定する溢水が，原子炉建屋原子炉棟内及び

原子炉建屋付属棟内の区画間を伝播しない設計

及び防護すべき設備の没水影響を防止する設計

とするために，原子炉建屋原子炉棟溢水拡大防止

堰 B1-1 から B1-4，原子炉建屋原子炉棟溢水拡大

防止堰 1-1 から 1-3，原子炉建屋原子炉棟溢水拡

大防止堰 2-1 から 2-2，原子炉建屋原子炉棟溢水

拡大防止堰 3-1 から 3-2，原子炉建屋原子炉棟溢

水拡大防止堰 4-1，原子炉建屋原子炉棟溢水拡大

防止堰 5-1 から 5-2，原子炉建屋原子炉棟溢水拡

大防止堰 6-1 から 6-5，原子炉建屋付属棟溢水拡

大防止堰，原子炉建屋原子炉棟止水板 B2-1 から

B2-3，原子炉建屋原子炉棟止水板 B1-1 から B1-

3，原子炉建屋原子炉棟止水板 2-1，原子炉建屋原

子炉棟止水板 3-1 から 3-7，原子炉建屋原子炉棟

止水板 4-1 から 4-5，原子炉建屋原子炉棟止水板

5-1，原子炉建屋原子炉棟止水板 6-1 及び原子炉

建屋原子炉棟止水板 6-2 を設置する。 

溢水拡大防止堰及び止水板は，発生を想定する溢

水水位による静水圧に対し，溢水伝播を防止する

機能を維持する設計とする。また，地震時及び地

震後において，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，溢水伝播を防止する機能を維持する設計と

する。 

 

(4) 管理区域外伝播防止堰（放射性廃棄物の廃棄

施設と一部兼用） 

管理区域内で発生を想定する放射性物質を含む

液体が，管理区域外へ伝播しない設計とするため
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 390 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に，原子炉建屋廃棄物処理棟管理区域伝播防止堰

1-1 から 1-2，タービン建屋管理区域外伝播防止

堰 1-1 から 1-4 を設置する。また，放射性廃棄物

の廃棄施設におけるキャスク搬出入用出入口，サ

イトバンカトラックエリア出入口，廃棄物処理建

屋機器搬出入用出入口，雑固体ドラム搬出入用出

入口，ドラム搬入室出入口，廃棄物処理建屋出入

口及び焼却設備機器搬出入用出入口も管理区域

外伝播防止堰として兼用する。 

管理区域外伝播防止堰のうち耐震設計上の重要

度分類がＣ－２クラスの堰は，発生を想定する溢

水水位による静水圧に対し，溢水伝播を防止する

機能を維持する設計とする。また，地震時及び地

震後において，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，溢水伝播を防止する機能を維持する設計と

する。上記以外の管理区域伝播防止堰について

は，地震時及び地震後において，耐震重要度分類

にて要求される地震力に対して，溢水伝播を防止

する機能を維持する設計とする。 

 

(5) 逆流防止装置 

原子炉建屋原子炉棟内で滞留する溢水が，床ドレ

ンラインを介して原子炉建屋原子炉棟内の溢水

防護区画へ伝播しない設計とするために，床ドレ

ンラインに止水性を有する逆流防止装置を設置

する。 

逆流防止装置は，発生を想定する溢水水位による

静水圧に対し，溢水伝播を防止する機能を維持す

る設計とする。また，地震時及び地震後において，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，溢水伝播
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 391 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を防止する機能を維持する設計とする。 

 

(6) 貫通部止水処置（浸水防止設備と一部兼用） 

以下の設計のため，貫通部止水処置を実施する。 

・防護すべき設備を内包する建屋外及びエリア

外にて発生を想定する溢水が，溢水防護区画へ伝

播しない設計とするため。 

・原子炉建屋原子炉棟内で発生を想定する溢水

により，防護すべき設備の機能を損なうおそれが

ない設計とするため。 

・管理区域内で発生を想定する放射性物質を含

む液体が管理区域外へ伝播しない設計とするた

め。 

これらの貫通部止水処置は，発生を想定する溢水

水位による静水圧に対し，溢水伝播を防止する機

能を維持する設計とする。また，地震時及び地震

後において，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，溢水伝播を防止する機能を維持する設計とす

る。 

 

7) 循環水系隔離システム 

タービン建屋復水器エリア及び海水ポンプ室循

環水ポンプエリアで発生を想定する循環水系配

管破断箇所からの溢水量を低減するために，循環

水系配管破断箇所からの溢水を早期に自動検知

し，隔離（地震起因による伸縮継手の破損の場合

は自動隔離，それ以外は中央制御室からの遠隔手

動隔離）を行うために，循環水系隔離システム（漏

えい検知器，循環水ポンプ出口弁，復水器水室出

入口弁，検知制御盤及び検知監視盤等）を設置す
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 392 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5.2 被水影響を防止する設備 

溢水防護設備のうち，被水影響を防止す

る設備の設計方針については，溢水防護設

備の申請に合わせて後次回にて示す。 

 

2.5.5.3 蒸気影響を防止する設備 

溢水防護設備のうち，蒸気影響を防止す

る設備の設計方針については，溢水防護設

備の申請に合わせて後次回にて示す。 

 

 

 

 

 

 

る。 

また，地震時及び地震後において，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対して，溢水量を低減する機能

を維持する設計とする。 

 

(8) 循環水管可撓継手 

海水ポンプ室循環水ポンプエリア内で発生を想

定する循環水系配管破断箇所からの溢水量を低

減するために，伸縮継手を可撓継手構造に取替え

る。継手部のすき間寸法を管理し，溢水流量を制

限することで溢水量を低減する設計とする。 

また，地震時及び地震後において，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対して，溢水量を低減する機能

を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 蒸気影響を緩和する設備 

(1) 自動検知・遠隔隔離システム 

配管の想定破損による漏えい蒸気の影響を緩和

するために，蒸気漏えいを早期自動検知し，直ち

に自動隔離を行うために，自動検知・遠隔隔離シ

ステム（温度検出器，蒸気遮断弁及び検知制御・

監視盤）を設置する。 

 

(2) 防護カバー 

配管の想定破損による漏えい蒸気が防護すべき
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 393 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5.4 溢水量を低減する設備 

溢水防護設備のうち，溢水量を低減する

設備の設計方針については，溢水防護設備

の申請に合わせて後次回にて示す。 

 

2.5.6 準拠規格 

準拠する規格は，「Ⅴ－１－１－７－１ 

加工施設内における溢水による損傷の防

止」の「3. 準拠規格」を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備へ与える影響を緩和するために，配管破断想

定箇所に防護カバーを設置する。防護カバーと配

管とのすき間寸法を管理し，漏えい蒸気流量を制

限することで蒸気影響を緩和する設計とする。 

防護カバーは配管からの蒸気の噴出による荷重

により防護カバーの各構成部材に発生する応力

に対して， 蒸気影響を緩和する機能を損なうお

それがない設計とする。また，地震時及び地震後

において，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，十分な構造強度を有し，上位クラス施設に対

して波及的影響を及ぼすおそれのない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

3. 適用規格 

適用する規格としては，既往工認で適用実績があ

る規格のほか， 新の規格基準についても技術的

妥当性及び適用性を示したうえで適用可能とす

る。 

適用する規格，基準，指針等を以下に示す。 

 

 

 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格（ＪＳＭ

Ｅ Ｓ ＮＣ1－2005/2007） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 394 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０１－1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・

許容応力編（ＪＥＡＧ４６０１・補－1984） 

・原子力発電所配管破損防護設計技術指針（ＪＥ

ＡＧ４６１３－1998） 

・原子力発電所の火災防護指針（ＪＥＡＧ４６０

７－2010） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６

０１－1991 追補版） 

・電気機械器具の外郭による保護等級（ＩＰコー

ド） （ＪＩＳ Ｃ ０９２０－2003） 

・ステンレス鋼棒（ＪＩＳ Ｇ ４３０３－2012） 

・熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯（ＪＩＳ Ｇ 

４３０４－2012） 

・熱間成形ステンレス鋼形鋼（ＪＩＳ Ｇ ４３１

７－2013） 

・建築基準法（昭和 25 年 5 月 24 日法律第 201

号） 

・建築基準法施行令（昭和 25 年 11 月 16 日政令

第 338 号） 

・消防法（昭和 23 年 7 月 24 日法律第 186 号） 

・消防法施行令（昭和 36 年 3 月 25 日政令第 37

号） 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則の解釈（平成 25 年 6 月 19 日原規

技発第 1306194 号） 

・鉄筋コンクリート構造計算規準 日本建築学会 

1991 年 

・鉄筋コンクリート構造計算規準 -許容応力度

設計法- 日本建築学会 1999 年 
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添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・鉄筋コンクリート構造計算規準 日本建築学会 

2010 年 

・鋼構造設計規準 -許容応力度設計法- 日本建

築学会 2005 年 

・各種合成構造設計指針・同解説 日本建築学会 

2010 年 

・発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する

審査指針（平成 2 年 8 月 30 日 原子力安全委員

会） 

・原子力施設における建築物の維持管理指針・同

解説 日本建築学会 2015 年 

・水道施設耐震工法指針・解説 日本水道協会 

1997 年 

・水道施設耐震工法指針・解説 日本水道協会 

2009 年 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編] 土

木学会 2002 年 
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備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 
 
 
 
 
 
 
4. 環境条件等 

(1) 環境条件 

a. 常設重大事故等対処設備 

没水，被水等の影響を考慮する常設

重大事故等対処設備の選定について

は，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事

故等対処設備の設計方針」に示し，想定

する溢水量に対する評価方針及び評価

結果については，「Ｖ－１－１－７ 加

工施設内における溢水による損傷の防

止に関する説明書」に示す。 
 
4. 環境条件等 

(1) 環境条件 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

没水，被水等の影響を考慮する可搬型

重大事故等対処設備の選定について

は，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事

故等対処設備の設計方針」に示し，想定

する溢水量に対する評価方針及び評価

結果については，「Ｖ－１－１－７ 加

工施設内における溢水による損傷の防

止に関する説明書」に示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.7 溢水から防護する重大事故等対処設

備の選定 

2.5.7.1 溢水から防護する重大事故等対処

設備の選定方針 

溢水によって重大事故等への対処に必要

な機能が損なわれないことを確認する必要

がある設備として，外的事象を要因とする重

大事故等に対処する重大事故等対処設備を

溢水から防護する重大事故等対処設備とし

て選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ－１－１－８－２  

防護すべき設備の設定 

 

1. 概要 

本資料は，技術基準規則第 12 条，第 54 条及び

その解釈並びに評価ガイドを踏まえて，発電用

原子炉施設内で発生を想定する溢水の影響から

防護すべき設備の設定の考え方を説明するもの

である。 

 

2. 防護すべき設備の設定 

2.1 防護すべき設備の設定方針 

溢水から防護すべき設備として，「発電用軽水

型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する

審査指針」における分類のクラス１,クラス２に

属する構築物，系統及び機器に加え，安全評価

上その機能を期待するクラス３に属する構築

物，系統及び機器のうち，重要度の特に高い安

全機能を有する系統がその安全機能を維持する

ために必要な設備並びに使用済燃料プールの冷

却機能及び使用済燃料プールへの給水機能を維

持するために必要な設備である溢水防護対象設

備を設定する。 

 

また，重大事故等対処設備についても溢水から

防護すべき設備として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉には安全機能

の重要度分類に関す

る審査指針があるが，

MOX燃料加工施設に対

して同様の指針がな

いことによる差異で

あり，新たに論点が生

じるものではない。 
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2.2 溢水防護対象設備の抽出 

防護すべき設備のうち，溢水防護対象設備の具

体的な抽出の考え方を以下に示す。 

 

溢水によってその安全機能が損なわれないこと

を確認する必要がある施設を，発電用軽水型原

子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査

指針（以下「重要度分類審査指針」という。）に

おける分類のクラス１，クラス２及びクラス３

に属する構築物，系統及び機器とする。 

この中から，溢水防護上必要な機能を有する構

築物，系統及び機器を選定する。 

 

 

具体的には，運転状態にある場合には原子炉を

高温停止及び引き続き低温停止することができ

並びに放射性物質の閉じ込め機能を維持するた

め，停止状態にある場合は引き続きその状態を

維持するため及び使用済燃料プールの冷却機能

及び給水機能を維持するために必要となる，重

要度分類審査指針における分類のクラス１，ク

ラス２に属する構築物，系統及び機器に加え，

安全評価上その機能を期待するクラス３に属す

る構築物，系統及び機器を抽出する。 

 

以上を踏まえ，防護すべき設備のうち溢水防護

対象設備として，重要度の特に高い安全機能を

有する構築物，系統及び機器並びに使用済燃料

プールの冷却機能及び給水機能を維持するため

に必要な構築物，系統及び機器を抽出する。 
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添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水から防護する重大事故等対処設備は，

「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設

備が使用される条件の下における健全性に

関する説明書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要度の特に高い安全機能を有する系統

がその安全機能を適切に維持するために必要な

設備  

重要度の特に高い安全機能を有する系統がその

安全機能を適切に維持するために必要な設備と

して，運転状態にある場合は原子炉を高温停止

及び引き続き低温停止することができ並びに放

射性物質の閉じ込め機能を維持するために必要

な設備，また，停止状態にある場合は引き続き

その状態を維持するために必要な設備を溢水防

護対象設備として抽出する。 

 

重要度の特に高い安全機能を有する系統・機器

を表 2-1 に示す 。また「発電用軽水型原子炉施

設の安全評価に関する審査指針」を参考に，運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故のう

ち，溢水により発生し得る原子炉外乱及び溢水

の原因となり得る原子炉外乱を抽出し，その対

処に必要な系統を抽出する。結果として，原子

炉冷却材喪失（LOCA）や主蒸気管破断といった溢

水源となり得る事象も抽出される。 

 

原子炉外乱としては，以下の溢水により発生し

得る原子炉外乱及び溢水の原因となり得る原子

炉外乱を考慮する。地震に対しては溢水だけで

はなく，地震に起因する外乱（給水流量の全喪

失，外部電源喪失等）も考慮する。 

・想定破損による溢水（単一機器の破損を想定） 

・消火水の放水による溢水（単一の溢水源を想

 

発電炉には安全機能

の重要度分類に関す

る審査指針があるが，

MOX燃料加工施設に対

して同様の指針がな

いことによる差異で

あり，新たに論点が生

じるものではない。 
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添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定） 

・地震起因による溢水 

溢水評価上想定する起因事象として抽出する運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を表 2-

2 及び表 2-3 に，溢水評価上想定する事象とそ

の対処系統を表 2-4 に示す。なお，抽出に当た

っては溢水事象となり得る事故事象も評価対象

とする。 

 

(2) 使用済燃料プールの冷却及び給水機能維

持に必要な設備 

使用済燃料プールを保安規定で定められた水温

（65℃以下）に維持するため，使用済燃料プール

の冷却系統の機能維持に必要な設備を抽出す

る。 

使用済燃料プールの放射線を遮蔽するための水

量を確保するため，使用済燃料プールへの給水

系統の機能維持に必要な設備を抽出する。 

 

具体的には，表 2-5 に示すとおり燃料プール冷

却浄化系及び残留熱除去系を抽出する。 

また，使用済燃料プールの水位及び温度の監視

計器については，重要度分類指針における分類

のクラス３に属する機器であるが，使用済燃料

プールの状態を直接的に把握することができ，

異常事態発生時の円滑な対応に資する設備であ

るため抽出する。 

なお，「使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広

域）」については，重大事故等対処設備として新

たに設置するが，使用済燃料プールのスロッシ

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たに

論点が生じるもので

はない。 
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備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 

 

 

 

 

 

2.5.7.2 溢水から防護する重大事故等対処

設備のうち評価対象の選定 

 

「2.5.7.1 溢水から防護する重大事故等

対処設備の選定方針」で選定した重大事故等

対処設備のうち，溢水により重大事故等への

対処に必要な機能を損なうおそれのある設

備を溢水評価対象として選定する。そのた

め，溢水により重大事故等への対処に必要な

機能を損なわないことが明らかな設備は，影

響評価の対象から除外する。加えて，溢水に

より重大事故等への対処に必要な機能を損

なうおそれのある設備のうち，代替する機能

を有する設備についても影響評価の対象か

ら除外する。 

影響評価の対象外とする設備の具体的な

考え方について以下に示す。 

 

(1) 溢水によって機能が損なわれない静的

な機能を有する構築物，系統及び機器 

外部から動力の供給を必要としない静的

な設備は，溢水の影響を受けてもその機能を

喪失させる損傷は起きないことから，溢水に

より重大事故等への対処に必要な機能を損

ングにより水位が一時的に低下した状態での水

位監視に必要な設備であるため，水位監視機能

を設計基準対象設備として設定し，溢水防護対

象設備として抽出する。 

 

 

2.3 防護すべき設備のうち評価対象の選定に

ついて 
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備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

なわないため，評価対象外とする。 

 

今回の申請対象である重大事故等対処設

備のうち，上記に該当するものとして溢水評

価の対象から除外する各機器についての説

明は以下のとおり。 

 

a. ダクト・配管 

ダクト，配管及びその構成機器は主要材料

が金属材料であり,溢水により変形・損傷す

ることはないことから,溢水により重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない。した

がって，主配管は溢水評価対象の防護対象設

備として選定しない。 

 

 

 

(2) 動的機能が喪失しても安全機能に影響

しない機器(フェイルセーフ機能を持つ設備

を含む。) 

静的な部位により重大事故等への対処に

必要な機能を担保又はフェイルセーフ機能

により重大事故等への対処に必要な機能を

確保する設備は，溢水の影響を受けて動的機

能が喪失しても，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわないため，評価対象外とす

る。 

 

今回の申請対象である重大事故等対処設

備のうち，上記に該当する機器はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備

のうち，溢水評価の対

象から除外する機器

の設計を示すことに

伴う差異。(以下同

じ。) 
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備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 

(3) 内的事象を要因とする重大事故等へ対

処する常設重大事故等対処設備のうち安全

上重要な施設以外の安全機能を有する施設

と兼用する常設重大事故等対処設備 

今回の申請対象である重大事故等対処設

備のうち,溢水評価の対象から除外する各機

器は以下のとおり。 

・グローブボックス排気閉止ダンパ 

・工程室排気閉止ダンパ 

 

評価対象外とする重大事故等対処設備の

考え方を踏まえ，具体的に溢水評価対象の重

大事故等対処設備を選定する。その結果を第

2-1 表に示す。また，溢水防護区画を第 2-1

図に示す。 

なお，溢水評価対象の選定結果について

は，溢水評価対象とする設備の申請に合わせ

て記載を拡充する。また，再処理施設にて設

置されMOXにおいて共用する重大事故等対処

設備及びそれらを収納する建屋等について

は，設備毎の申請に合わせて次回以降の申請

で説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抽出された防護すべき設備について，表 2-6 に

基づき，具体的に溢水評価が必要となる溢水防

護対象設備及び重大事故等対処設備を選定し

た。その結果を表 2-7 及び表 2-8 に示すととも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は，溢水防護対象

設備の選定について

「Ⅴ－１－１－７－

２ 溢水防護対象設
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 403 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に溢水防護区画を図 2-1 に示す。 

 

 

表 2-1 重要度の特に高い安全機能と系統・機器  

表 2-2 溢水評価上想定する起因事象の抽出 

（ 運転時の異常な過渡変化）  

表 2-3 溢水評価上想定する起因事象の抽出 

（ 設計基準事故）  

表 2-4 溢水評価上想定する事象とその対処系統  

表 2-5 燃料プール冷却及びプールへの給水機能

を有する系統・機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備の選定」にて示すこ

ととしているため。 

 

発電炉固有の設計上

の考慮であり，新たな

論点が生じるもので

はない。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 404 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-6 溢水影響評価対象外とする防護すべき設

備の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は，溢水評価対象

外とする溢水から防

護する重大事故等対

処設備の考え方の理

由について「2.5.6.2 

評価対象の重大事故

等対処設備の選定」の

文中にて示すことと

しているため。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 405 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

第2-1表 溢水評価対象の重大事故等対処設

備リスト(燃料加工建屋)(1/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-7 溢水評価対象の防護対象設備リスト 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 406 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

第2-3表 溢水評価対象の重大事故等対処設

備リスト(燃料加工建屋)(2/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-8 溢水評価対象の重大事故等対処設備リス

ト 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 407 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

第2-3表 溢水評価対象の重大事故等対処設

備リスト(燃料加工建屋)(3/4) 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 408 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 

第2-3表 溢水評価対象の重大事故等対処設

備リスト(燃料加工建屋)(4/4) 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 409 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2-1 図 溢水防護区画図(燃料加工建屋 

地下 3階)(1/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 溢水防護区画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 410 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2-1 図 溢水防護区画図(燃料加工建屋 

地下 3中 2階)(2/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

702



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 411 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2-1 図 溢水防護区画図(燃料加工建屋 

地下 2階)(3/7) 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 412 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2-1 図 溢水防護区画図(燃料加工建屋 

地下 1階)(4/7) 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 413 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2-1 図 溢水防護区画図(燃料加工建屋 

地上 1階)(5/7) 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 414 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2-1 図 溢水防護区画図(燃料加工建屋 

地上 2階)(6/7) 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 415 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類Ⅴ－１－１－８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2-1 図 溢水防護区画図(燃料加工建屋 

塔屋階)(7/7) 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 416 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－６（別添 2） 

3.   共通要因故障に対する考慮等 

(1) 共通要因故障に対する考慮 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，「Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性

能に係る基本方針」に基づく地盤に設置

された建屋等に位置的分散することに

より，設計基準事故に対処するための設

備の安全機能又は常設重大事故等対処

設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように保管する設計と

する。 

 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，「Ⅲ 耐震性に関する説明書」に

示す地震により，転倒しないことを確認

する，又は必要により固縛等の措置をす

るとともに，「Ⅲ 耐震性に関する説明

書」の地震により生ずる敷地下斜面のす

べり，液状化又は揺すり込みによる不等

沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力

の不足，地中埋設構造物の損壊等により

必要な機能を喪失しない複数の保管場

所に位置的分散することにより，設計基

準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大

事故等に対処するために必要な機能と

同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように保管する設計とする。 

 

また，事業（変更）許可を受けた設計基

準事故において想定した条件より厳し

い条件を要因とした外的事象の地震に

2.6 可搬型重大事故等対処設備の地震へ

の考慮 

可搬型重大事故等対処設備に対する地震

への考慮については，設備毎の申請に合わ

せて説明する予定であり，次回以降の申請

で説明する。なお，常設重大事故等対処設備

の地震への考慮については，「Ⅲ 耐震性に

関する説明書」に示す。 

Ⅴ-1-1-6 別添 2 可搬型重大事故等対処設備の設計

方針 

 

目次 

頁 

1. 概要・・・・・・・・・・・・・1 

2. 設計の基本方針・・・・・・・・2 

3. 設備分類・・・・・・・・・・・7 

4. 要求機能及び性能目標・・・・・9 

4.1 要求機能・・・・ ・・・・・・9 

4.2 性能目標 ・・・・・・・・・・9 

5. 機能設計 ・・・・・・・・・・12 

5.1 車両型設備・・・・・・・・・12 

5.2 ボンベ設備・・・・・・・・・12 

5.3 その他設備・・・・・・・・・13 

6. 構造強度設計 ・・・・・・・・14 

6.1 構造強度の設計方針・・・・・14 

6.2 荷重及び荷重の組合せ・・・・15 

6.3 機能維持の方針・・・・・・・16 

6.4 波及的影響評・・・・・・・・26 

 

1. 概要 

本添付書類は，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び

重大事故等対処設備が使用される条件の下における

健全性に関する説明書」（以下「添付書類Ⅴ-1-1-6」

という。）にて設定している可搬型重大事故等対処設

備の機能維持に係る設計方針を整理した上で，各設

計方針に対して，可搬型重大事故等対処設備の設備

分類，要求機能及び性能目標を明確にし，各設備の機

能設計等について説明するものである。 

なお，添付書類Ⅴ-1-1-6 では，可搬型重大事故等

対処設備が使用される条件の下における健全性につ

いて，「多重性，多様性及び位置的分散」，「悪影響防

止」，「環境条件等」及び「操作性及び試験・検査性」

に分け，設計方針を示している。 

 

可搬型重大事故等対

処設備の地震に対す

る「要求機能及び性能

目標」，「機能設計」，

「構造強度設計」につ

いては，「Ⅴ－１－１

－４－２－３ 地震

を要因とする重大事

故等に対する施設の

耐震設計」に示す。 
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MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 417 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－６（別添 2） 

対して，地震を要因とする重大事故等に

対処するために重大事故等時に機能を

期待する可搬型重大事故等対処設備は，

「6. 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

する。 

 

 

 

 

(2) 悪影響防止 

重大事故等対処設備が竜巻により飛

来物となる影響については，外部からの

衝撃による損傷の防止が図られた建屋

等内に設置又は保管することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする，又

は，風荷重を考慮し，屋外に保管する可

搬型重大事故等対処設備は必要に応じ

て固縛等の措置をとることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

4. 環境条件等 

(1) 環境条件 

b． 可搬型重大事故等対処設備 

地震に対して可搬型重大事故等対処

設備は，「Ⅲ 耐震性に関する説明書」

に記載する地震力による荷重を考慮し

て，当該設備の落下防止，転倒防止，固

縛の措置を講ずる設計とする。また，可

搬型重大事故等対処設備を保管する建

屋等は，地震に対して，機能を損なわな

い設計とする。なお，可搬型重大事故等

対処設備の落下防止，転倒防止，固縛の

措置に関する詳細については，「Ⅴ－１

 

2. 設計の基本方針 

可搬型重大事故等対処設備は，荷重及び波及的影

響を含め想定される環境条件において，重大事故等

及び設計基準事故に対処するための必要な機能を損

なわない設計とするとともに，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故

対処設備及び常設重大事故等対処設備と共通要因に

よって同時に機能が損なわれるおそれがない設計と

する。 

これらの設計に考慮すべき要因である自然現象，

外部人為事象，溢水及び火災に対する可搬型重大事

故等対処設備の設計方針について以下に示す。 

 

(1) 自然現象及び外部人為事象 

a. 地震 

可搬型重大事故等対処設備は，自然現象のうち地

震に関して，耐震設計として横すべりを含めて地震

による荷重を考慮して機能を損なわない設計とする

とともに，地震後においても機能及び性能を維持す

る設計とする。屋内の可搬型重大事故等対処設備は，

地震随伴火災及び地震随伴溢水の影響を考慮して保

管する。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，地震による

影響（周辺構造物の倒壊や周辺斜面の崩壊，道路面の

すべり，液状化及び揺すり込みによる不等沈下，地盤

支持力の不足並びに地下構造物及び水路等の損壊

等）を受けない位置に保管する。 

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準対象施設

とは異なり，床や地盤等に強固に固定されず，地震に

より他の設備へ波及的影響を与えるおそれがあるこ

とから，使用時の移動又は運搬において他の設備へ

波及的影響を考慮する必要がある。また，構造上，地

震により，すべり又は傾きが生じることが考えられ
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－１－４－２－１ 重大事故等対処設

備の設計方針」に示し，可搬型重大事故

等対処設備を保管する建屋等の耐震設

計については，「Ⅴ－１－１－４－２－

２ 可搬型重大事故等対処設備の保管

場所等の設計方針」に示す。 

地震に対する可搬型重大事故等対処

設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

を講ずる設計及び建屋等の耐震設計に

ついては，次回以降に詳細を説明する。 

 

また，事業(変更)許可を受けた設計基

準事故において想定した条件より厳し

い条件を要因とした外的事象の地震に

対して，地震を要因とする重大事故等に

対処するために重大事故等時に機能を

期待する可搬型重大事故等対処設備は，

「6. 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

する。 

 

さらに，当該設備周辺の機器等からの波

及的影響によって重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。

また，当該設備周辺の資機材の落下，転

倒による損傷を考慮して，当該設備周辺

の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の

措置を行う設計とする。 

 

風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪及び火山の影響に対して屋内の可搬

型重大事故等対処設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる燃料加工建

屋，第１保管庫・貯水所，第２保管庫・

貯水所，緊急時対策建屋，再処理施設の

ることから，波及的影響の評価により，当該設備によ

る他の設備に対して波及的影響を及ぼさない設計と

する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所は，設計基準

事故対処設備及び常設重大事故等対処 

設備と位置的分散を図る設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，その機能に応じ，位

置的分散を考慮の上，隣接しない保管場所に保管す

る設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備の耐震設計について

は，本添付書類に基づき実施する。 

可搬型重大事故等対処設備の位置的分散について

は，添付書類Ⅴ-1-1-6 の「2.1 多重性又は多様性及

び独立性並びに位置的分散」に示す。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所において周

辺斜面が崩壊しないことの考慮等については，添付

書類Ⅴ-1-1-6 の別添-1「可搬型重大事故等対処設備

の保管場所及びアクセスルート」に示す。 

 

b. 津波 

可搬型重大事故等対処設備は，自然現象として津

波（基準津波を超え敷地に遡上する津波を含む。以下

「敷地に遡上する津波」という。）に対する耐津波設

計を実施する。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，基準津波に

よる影響を考慮し，必要な津波防護対策を講じる設

計とする。また，敷地に遡上する津波に対しては，津

波が到達しない高所に保管する。屋内の可搬型重大

事故等対処設備に対しても，基準津波及び敷地に遡

上する津波による影響を考慮し，必要な津波防護対

策を講じる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所は，設計基

準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と位置

的分散を図る設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，その機能に応じ，位
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制御建屋及び洞道に保管し，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風

(台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対

して，風(台風)及び竜巻による風荷重，

積雪荷重及び降下火砕物のよる積載荷

重により重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響に

よる荷重への具体的な設計方針は「(3)

自然現象により発生する荷重の影響」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

置的分散を考慮の上，隣接しない保管場所に保管す

る設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備の耐津波設計について

は，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉 

施設の自然現象等による損傷防止に関する説明書」

のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-1 発電用原 

子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関

する説明書」に基づき実施する。 

可搬型重大事故等対処設備の位置的分散について

は，添付書類Ⅴ-1-1-6 の「2.1 多重性又は多様性及

び独立性並びに位置的分散」に示す。 

 

c. 風（台風）及び竜巻 

屋内の可搬型重大事故等対処設備は，自然現象の

うち風（台風）及び竜巻に対し，建屋内に保管する設

計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風（台風）及

び竜巻による風荷重を考慮して，他の設備に悪影響

を及ぼさないよう，固定する設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故

対処設備及び常設重大事故等対処設備 

と位置的分散を図る設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，その機能に

応じ，位置的分散を考慮の上，隣接しない保管場所に

保管する設計とする。 

風（台風）及び竜巻に対する可搬型重大事故等対処

設備の設計については，添付書類「Ⅴ 

-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷

防止に関する説明書」のうち添付書類 

「Ⅴ-1-1-2-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する説明書」に基づき実施

する。 

可搬型重大事故等対処設備の位置的分散について

は，添付書類Ⅴ-1-1-6 の「2.1 多重性又は多様性及

び独立性並びに位置的分散」に示す。 
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d. 積雪及び火山の影響 

屋内の可搬型重大事故等対処設備は，自然現象の

うち積雪及び火山の影響に対して建屋内に保管する

設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，積雪及び火

山の影響を考慮して，必要により除雪及び除灰の措

置を講じる。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故

対処設備及び常設重大事故等対処設備 

と位置的分散を図る設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，その機能に

応じ，位置的分散を考慮の上，隣接しない保管場所に

保管する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，積雪及び火山の影

響に対する設計について，添付書類「Ⅴ 

-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷

防止に関する説明書」のうち添付書類 

「Ⅴ-1-1-2-1 発電用原子炉施設に対する自然現象

等による損傷の防止に関する説明書」に基づき実施

する。 

可搬型重大事故等対処設備の位置的分散について

は，添付書類Ⅴ-1-1-6 の「2.1 多重性又は多様性及

び独立性並びに位置的分散」に示す。 

 

e. 飛散物（航空機落下）及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム 

可搬型重大事故等対処設備は，外部人為事象のう

ち飛散物（航空機落下）及び故意による大型航空機の

衝突並びにその他のテロリズムに関して，原則とし

て建屋内に保管するとともに，可能な限り設計基準

事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と位置的

分散を図る設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事

故対処設備及び常設重大事故等対処設備が設置され
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ている建屋及び屋外の常設重大事故等対処設備のそ

れぞれからlOOmの離隔距離又は屋外の設計基準事故

対処設備から lOOm の離隔距離を確保した上で，位置

的分散を図る設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，その機能に

応じ，位置的分散を考慮の上，隣接しない保管場所に

保管する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備の位置的分散について

は，添付書類Ⅴ-1-1-6 の「2.1 多重性又は多様性及

び独立性並びに位置的分散」に示す。 

 

f. その他自然現象及び外部人為事象 

屋内の可搬型重大事故等対処設備は，自然現象の

うち落雷，生物学的事象，森林火災及 

高潮並びに外部人為事象のうち近隣の産業施設等の

火災・爆発（飛来物含む），航空機墜落 

による火災，火災の二次的影響（ばい煙），有毒ガス

及び漂流船舶の衝突（以下「その他自 

然現象及び外部人為事象」という。）に対して，建屋

内に保管する設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事

故対処設備及び常設重大事故等対処設 

と位置的分散を図る設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，その機能に

応じ，位置的分散を考慮の上，隣接し 

い保管場所に保管する設計とする。 

その他自然現象及び外部人為事象に対する可搬型

重大事故等対処設備の設計については，添付書類「Ⅴ

-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷

防止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-1 

発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の

防止に関する説明書」に基づき実施する。 

可搬型重大事故等対処設備の位置的分散について

は，添付書類Ⅴ-1-1-6 の「2.1 多重性又は多様性及

び独立性並びに位置的分散」に示す。 
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(2) 溢水 

可搬型重大事故等対処設備は，屋外の低耐震クラ

スのタンクの破損等による溢水に対して，溢水によ

る浸水深を考慮した設計とするか又は溢水の影響の

ない高所に保管する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処

設備及び常設重大事故等対処設備と位置的分散を図

る設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，その機能に

応じ，位置的分散を考慮の上，隣接しない保管場所に

保管する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備の溢水に対する防護設

計については，添付書類「Ⅴ-1-1-8 発電用原子炉施

設の溢水防護に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-

1-1-8-1 溢水等による損傷防止の基本方針」に基づ

き実施する。 

 

(3) 火災 

可搬型重大事故等対処設備は，火災に対して火災

防護計画に基づき火災防護対策を策定する。 

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故対処

設備及び常設重大事故等対処設備と位置的分散を図

る設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，その機能に

応じ，位置的分散を考慮の上，隣接しない保管場所に

保管する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備の火災防護計画につい

ては，添付書類「Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施設の火災

防護に関する説明書」の内容を踏まえ策定する。 

可搬型重大事故等対処設備の位置的分散について

は，添付書類Ⅴ-1-1-6 の「2.1 多重性又は多様性及

び独立性並びに位置的分散」に示す。 

 

以上を踏まえ，可搬型重大事故等対処設備につい
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ては，設備の構造及び機能別に分類し，機能設計上の

性能目標と地震による荷重を考慮した構造強度設計

上の性能目標を定める。 

可搬型重大事故等対処設備は，機能設計上の性能目

標を達成するため，設備ごとに機能の設計方針を定

める。 

可搬型重大事故等対処設備は，構造強度設計上の

性能目標を達成するため，設備ごとに構造強度設計

上の方針を示した上で，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用

原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する

説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-1 発電用原子炉

施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する

説明書」及び添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」

のうち添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」の

「3.1 構造強度上の制限」にて設定している荷重条

件及び荷重の組合せに従い，構造強度設計上に必要

な考慮すべき荷重条件を設定し，その荷重の組合せ

の考え方を定める。 

可搬型重大事故等対処設備の設計フローを図 2-1 

に示す。 

耐震設計上の重大事故等対処施設の設備の分類に該

当しない設備である可搬型重大事故等対処設備の耐

震計算については，主要設備リスト記載機器である

ため，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」のう

ち添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に基づ

き実施し，耐震計算の方針並びに耐震計算の方法及

び結果については，添付書類「Ⅴ-2-別添 3 可搬型重

大事故等対処設備等の耐震性に関する説明書」に示

す。 

添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象

等による損傷の防止に関する説明書」のうち添付書

類「Ⅴ-1-1-2-3 竜巻への配慮に関する説明書」に基

づき竜巻対策として実施する固縛措置については，

可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の波及的影響

評価の結果を考慮した設計とする。 
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（注）フロー中の番号は本資料での記載箇所 

図 2-1 設備の設計フロー 

 

 

3. 設備分類 

可搬型重大事故等対処設備は，構造強度設計を行

うに当たり，当該設備を支持する構造を含む各設備

の構造により以下のとおり分類する。 

(1) 車両型設備 

移動機能を有する車両等にポンプ，発電機，内燃機

関，電動機等を積載し，ボルト等で固定し，地盤安定

性を有する屋外の保管場所の地面に固定せずに保管

する設備を車両型設備として分類する。 

a. 可搬型代替注水大型ポンプ 

b. 可搬型代替注水中型ポンプ 

c. 可搬型代替低圧電源車 

d. 窒素供給装置用電源車 

e. 窒素供給装置 

f. タンクローリ 

g. ホイールローダ 
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(2) ボンベ設備 

ボンベ架台に収納し，架台を耐震性を有する建屋

内にボルトで固定して保管する設備をボンベ設備と

して分類する。 

a．非常用窒素供給系Ａ系高圧窒素ボンベ 

b．非常用窒素供給系Ｂ系高圧窒素ボンベ 

c．非常用逃がし安全弁駆動系Ａ系高圧窒素ボンベ 

d．非常用逃がし安全弁駆動系Ｂ系高圧窒素ボンベ 

e．中央制御室待避室空気ボンベユニット（空気ボ

ンベ） 

f．緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ） 

g．第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ） 

 

(3) その他設備 

耐震性を有する建屋内の保管場所又は地盤安定性

を有する屋外の保管場所において，スリング等で固

縛する設備をその他設備として分類する。 

a. 可搬型スプレイノズル 

b. 放水砲 

c. ホース 

d. 汚濁防止膜 

e. 泡混合器 

f. 泡消火薬剤容器（大型ポンプ用） 

g. 可搬型計測器（温度，圧力，水位及び流量計測

用） 

h. 可搬型計測器（圧力，水位及び流量計測用） 

i. 酸素濃度計 

j. 二酸化炭素濃度計 

k. 可搬型照明（ＳＡ） 

l. 衛星電話設備（携帯型） 

m. 衛星電話設備（可搬型）（待避室） 

n. 無線連絡設備（携帯型） 

o. 携行型有線通話装置 

p. データ表示装置（待避室） 

q. 可搬型整流器 
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r. 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

s. 緊急時対策所エリアモニタ 

t. 可搬型モニタリング・ポスト 

u. 可搬型モニタリング・ポスト端末 

v. 可搬型ダスト・よう素サンプラ 

w. β 線サーベイ・メータ 

x. ＮａＩシンチレーションサーベイ・メータ 

y. ＺｎＳシンチレーションサーベイ・メータ 

z. 電離箱サーベイ・メータ 

aa. 小型船舶（船体） 

ab. 小型船舶（船外機，バッテリ，コントローラ） 

ac. 可搬型気象観測設備 

ad. 可搬型気象観測設備端末 

 

4. 要求機能及び性能目標 

重大事故等に対処することを目的として，添付書

類Ⅴ-1-1-6 において，可搬型重大事故等対処設備

は，地震後においても重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわないこととしている。 

また，構造強度設計を行うに当たり，「3. 設備分

類」において，車両型設備，ボンベ設備及びその他設

備に分類している。これらを踏まえ，設備分類ごとに

要求機能を整理するとともに，機能設計上の性能目

標と構造強度設計上の性能目標を設定する。 

 

4.1 要求機能 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等に対し，

地震後においても重大事故等に対処するために必要

な機能を損なわないことが要求される。 

可搬型重大事故等対処設備は，地震時において，他

の設備に悪影響を及ぼさないことが要求される。 

 

4.2 性能目標 

(1) 車両型設備 

車両型設備は，重大事故等に対し，地震後において
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も，車両型設備全体としての安定性及び重大事故等

に対処するために必要な送水等の機能を維持し，容

易に移動できることを機能設計上の性能目標とす

る。 

車両型設備は，地震後においても，他の可搬型重大

事故等対処設備を含む他の設備からの機械的な波及

的影響により，重大事故等に対処するために必要な

送水等の機能を維持し，容易に移動できることを損

なわないよう，また，地震時において，他の可搬型重

大事故等対処設備に悪影響を及ぼさないようにする

ことを機能設計上の性能目標とする。 

車両型設備は，重大事故等起因の荷重は発生しな

いため，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，地盤安

定性を有する屋外の保管場所に保管するとともに，

以下の内容を構造強度設計上の性能目標とする。 

 

a. 構造強度 

車両型設備は，地震後において，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対し，炉心等へ冷却水を送水する機能

を有するポンプ及び必要な負荷へ給電するために発

電する機能を有する発電機並びにこれらの駆動源と

なる内燃機関及び電動機等の機器を車両にボルト等

で固定し，主要な構造部材が送水機能，発電機能及び

支持機能等を維持可能な構造強度を有す 

ること。 

 

b. 転倒 

車両型設備は，地震時において，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対し，炉心等へ冷却水を送水するポン

プ及び必要な負荷へ給電する発電機並びにこれらの

駆動源となる内燃機関及び電動機等を車両に取付ボ

ルト等で固定し，車両型設備全体が安定性を有し，転

倒しないこと。 

 

c. 機能維持 
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(a) 動的及び電気的機能 

車両型設備は，地震後において，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対し，車両に積載しているポンプ等の

炉心等へ冷却水を送水する機能及び必要な負荷へ給

電するための発電機能並びにこれらの駆動源となる

内燃機関及び電動機等の動的及び電気的機能を維持

できること。 

 

(b) 支持機能，移動機能 

車両型設備は，地震後において，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対し，車両積載設備から受ける荷重を

支持する機能並びに車両型設備としての自走又は牽

引等による移動機能を維持できること。 

 

d. 波及的影響 

車両型設備は，地震時において，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対し，地盤安定性を有する屋外の保管

場所の地面等に固定せずに保管し，車両型設備全体

が安定性を有し，主要な構造部材が送水機能，発電機

能及び支持機能等を維持可能な構造強度を有し，当

該設備の傾き及び横すべりにより，他の設備のうち，

当該設備以外の可搬型重大事故等対処設備に波及的

影響を及ぼさないよう保管すること。 

 

(2) ボンベ設備 

ボンベ設備は，重大事故等に対し，地震後において

も，機器全体としての安定性及び重大事故等に対処

するために必要な窒素又は空気の供給機能を維持す

ることを機能設計上の性能目標とする。 

また，ボンベ設備は，地震後においても，他の可搬

型重大事故等対処設備を含む他の設備からの機械的

な波及的影響により，重大事故等に対処するために

必要な窒素等の供給機能を維持できることを損なわ

ないよう，また，地震時において，他の可搬型重大事

故等対処設備に悪影響を及ぼさないようにすること
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を機能設計上の性能目標とする。 

ボンベ設備は，重大事故等起因の荷重は発生しな

いため，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，耐震性

を有する建屋内の保管場所に保管するとともに，以

下の内容を構造強度設計上の性能目標とする。 

 

a. 構造強度 

ボンベ設備は，地震後において，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対し，ボンベ架台に収納し，架台を耐震

性を有する建屋内の保管場所の床又は壁等に溶接で

固定して保管し，主要な構造部材が窒素及び空気供

給機能を維持可能な構造強度を有すること。 

 

b. 転倒 

ボンベ設備は，地震時において，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対し，耐震性を有する建屋内の保管場

所に保管し，床又は壁等溶接で固定することで機器

全体が安定性を有し，転倒しないこと。 

 

c. 波及的影響 

ボンベ設備は，地震後において，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対し，ボンベ架台に収納し，架台を耐震

性を有する建屋内の保管場所の床又は壁等に溶接で

固定して保管し，主要な構造部材が窒素及び空気供

給機能を維持可能な構造強度を有することで，当該

設備以外の可搬型重大事故等対処設備に波及的影響

を及ぼさないよう保管すること。 

 

(3) その他設備 

その他設備は，重大事故等に対し，地震後において

も，機器全体としての安定性及び重大事故等に対処

するために必要な計測，給電等の機能を維持するこ

とを機能設計上の性能目標とする。 

その他設備は，地震後においても，他の可搬型重大

事故等対処設備等を含む他の設備からの機械的な波
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及的影響により，重大事故等に対処するために必要

な計測，給電等の機能を維持できることを損なわな

いよう，また，地震時において，他の可搬型重大事故

等対処設備等に波及的影響を及ぼさないようにする

ことを機能設計上の性能目標とする。 

その他設備は，重大事故起因の荷重は発生しない

ため，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，耐震性を

有する建屋内の保管場所又は地盤安定性を有する屋

外の保管場所に保管するとともに，以下の内容を構

造強度設計上の性能目標とする。 

 

a. 構造強度 

その他設備を保管する架台又は収納ラックは，地

震後において，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，

床にボルト等で固定し，主要な構造部材が支持機能

を維持可能な構造強度を有すること。 

 

b. 転倒 

その他設備は，地震時において，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対し，耐震性を有する建屋内の保管場

所又は地盤安定性を有する屋外の保管場所に保管

し，スリング等にて固縛する等により，機器全体が安

定性を有し，転倒しないこと。 

 

c. 機能維持 

その他設備は，地震後において，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対し，主要な構造部位が水位，圧力等を

計測する機能，必要な負荷へ給電する機能等の動的

及び電気的機能を維持できること。 

 

d. 波及的影響 

その他設備は，地震後において，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対し，耐震性を有する建屋内の保管場

所又は地盤安定性を有する屋外の保管場所の床にボ

ルトで固定した架台又は収納ラックに保管すること
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並びに壁等にスリング等にて固縛することで，機器

本体が安定性を有し，当該設備以外の可搬型重大事

故等対処設備に波及的影響を及ぼさないこと。 

 

5. 機能設計 

「4. 要求機能及び性能目標」で設定している，可

搬型重大事故等対処設備の機能設計上の性能目標を

達成するために，各設備の機能設計の方針を定める。 

 

5.1 車両型設備 

5.1.1 車両型設備の設計方針 

車両型設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2 

性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を

達成するために，以下の設計方針としている。 

車両型設備は，重大事故等に対し，地震後において

も車両型設備全体としての安定性及び重大事故等に

対処するために必要な送水等の機能を維持し，容易

に移動できるものとするため，炉心等へ冷却水を送

水するポンプ及び必要な負荷へ給電する発電機並び

にこれらの駆動源となる内燃機関及び電動機等の機

器を車両に積載し，自走又は牽引等による移動が可

能な設計とする。 

車両型設備は，地震後においても，他の可搬型重大

事故等対処設備を含む他の設備からの機械的な波及

的影響により重大事故等に対処するために必要な送

水等の機能を維持し，容易に移動できるよう，また，

地震時において，他の可搬型重大事故等対処設備に

悪影響を及ぼさないように，他の設備から適切な離

隔距離を確保するため，可搬型重大事故等対処設備

間の離隔距離を設定した設計とする。 

 

5.2 ボンベ設備 

5.2.1 ボンベ設備の設計方針 

ボンベ設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2 

性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を
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達成するために，以下の設計方針としている。 

ボンベ設備は，重大事故等に対し，地震後において

も，機器全体としての安定性及び重大事故等に対処

するために必要な窒素及び空気の供給機能を維持す

るため，非常用窒素供給系等へ窒素を供給する機能

及び緊急時対策所等へ空気を供給する機能を有する

ボンベをボンベ架台に収納する設計とする。 

ボンベ設備は，地震後においても，他の可搬型重大

事故等対処設備を含む他の設備からの機械的な波及

的影響により重大事故等に対処するために必要な窒

素及び空気供給機能を維持できることを損なわない

よう，また，地震時において，他の可搬型重大事故等

対処設備に悪影響を及ぼさないように，ボンベ架台

に収納する設計とする。 

ボンベ設備は，地震時のラックの構造健全性及び

転倒による周辺設備への波及的影響がないことを確

認することで，接続先の耐震性が確保された常設配

管との間で大きな相対的変位が生じない設計とする

とともに，常設設備と接続する連絡管については，可

とう性をもつ形状とし，地震時にも機能維持が可能

な設計とする。また，連絡管と常設配管との接続箇所

（ねじ込み部）については，せん断破壊評価式を用い

たねじ込み継手の評価及び内圧に対する強度評価に

て健全性を確認する。 

 

5.3 その他設備 

5.3.1 その他設備の設計方針 

その他設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2 

性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を

達成するために，以下の設計方針としている。 

その他設備は，重大事故等に対し，地震後において

も，機器全体としての安定性及び重大事故等に対処

するために必要な計測，給電等の機能を維持するた

めに，水位，圧力等を計測する機能，必要な負荷へ給

電する機能等を有する設備を収納箱等に保管する等
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の設計とする。 

その他設備は，地震後においても，他の可搬型重大

事故等対処設備を含む他の設備からの機械的な波及

的影響により重大事故等に対処するために必要な計

測，給電等の機能を維持できることを損なわないよ

う，また，地震時において，他の可搬型重大事故等対

処設備に悪影響を及ぼさないように，適切に固縛す

る設計とする。 

 

6. 構造強度設計 

「4. 要求機能及び性能目標」で設定している，車

両型設備，ボンベ設備及びその他設備が構造強度設

計上の性能目標を達成するよう，「5. 機能設計」で

設定している各設備が有する機能を踏まえて，構造

強度設計の設計方針を設定する。 

各設備の構造強度の設計方針を設定し，想定する

荷重及び荷重の組合せを設定し，それらの荷重に対

し，各設備の構造強度を維持するよう構造強度設計

と評価方針を設定する。 

可搬型重大事故等対処設備の波及的影響評価につ

いては，「6.4 波及的影響評価」に示す。 

可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の基本方針

を，添付書類「Ⅴ-2-別添 3-1 可搬型重大事故等対処

設備の耐震計算方針」に示す。可搬型重大事故等対処

設備の耐震計算の方法及び結果を，添付書類「Ⅴ-2-

別添 3-3 可搬型重大事故等対処設備のうち車両型設

備の耐震性についての計算書」，添付書類「Ⅴ-2-別添

3-4 可搬型重大事故等対処設備のうちボンベ設備の

耐震性についての計算書」，添付書類「Ⅴ-2-別添 3-

5 可搬型重大事故等対処設備のうちその他設備の耐

震性についての計算書」に，動的地震力の水平 2 方

向及び鉛直方向の組合せに対する各設備の影響評価

結果については，添付書類「Ⅴ-2-別添 3-6 可搬型重

大事故等対処設備の水平 2 方向及び鉛直方向地震力

の組合せに関する影響評価結果」に示す。 
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6.1 構造強度の設計方針 

「4. 要求機能及び性能目標」で設定している構造

強度設計上の性能目標を達成するための設計方針を

車両型設備，ボンベ設備及びその他設備ごとに示す。 

 

6.1.1 車両型設備 

車両型設備は，「5.1 車両型設備」で設定している

機能設計を踏まえ，炉心等へ冷却水を送水するポン

プ及び必要な負荷へ給電する発電機並びにこれらの

駆動源となる内燃機関及び電動機等の機器を車両に

積載し，自走又は牽引等による移動が可能な設計と

する。 

また，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2 性能目

標」で設定している構造強度設計上の性能目標を踏

まえ，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，車両型設

備全体が安定性を有し，主要な構造部材が送水機能，

発電機能及び支持機能等を維持可能な構造強度を有

し，動的及び電気的機能を維持し，車両型設備の積載

設備から受ける荷重を支持する機能並びに車両型設

備としての自走又は牽引等による移動機能を維持で

きる設計とする。 

 

6.1.2 ボンベ設備 

ボンベ設備は，「5.2 ボンベ設備」で設定している

機能設計を踏まえ，非常用窒素供給系等へ窒素を供

給する機能及び緊急時対策所等へ空気を供給する機

能を有するボンベを架台に収納する設計とする。ま

た，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2 性能目標」

で設定している構造強度設計上の性能目標を踏ま

え，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，耐震性を有

する架台に収納し，非常用窒素供給系等へ窒素を供

給するボンベについては，建屋内の保管場所の壁又

は床面のアンカープレートに溶接で固定して保管

し，緊急時対策所等へ空気を供給するボンベについ
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ては，建屋床面にボルトで固定することで，主要な構

造部材が窒素又は空気供給機能を維持可能な構造強

度を有する設計とする。 

 

6.1.3 その他設備 

その他設備は，「5.3 その他設備」で設定している

機能設計を踏まえ水位，圧力等を計測する機能，必要

な負荷へ給電する機能等を有する設備を収納箱等に

保管する等の設計とする。また，「4. 要求機能及び

性能目標」の「4.2 性能目標」で設定している構造強

度設計上の性能目標を踏まえ，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対し，耐震性を有する建屋内の保管場所

又は地盤安定性を有する屋外の保管場所に保管し，

床にボルトで固定した架台又は収納ラックに保管，

壁等にスリング等にて固縛し，機器本体が安定性を

有し，主要な構造部材が水位，圧力等を計測する機

能，必要な負荷へ給電する機能等の機能を維持可能

な構造強度を有し，動的及び電気的機能を維持でき

る設計とする。 

 

6.2 荷重及び荷重の組合せ 

「4. 要求機能及び性能目標」で設定している構造

強度設計上の性能目標を達成するために，考慮すべ

き荷重条件を設定し荷重の組合せの考え方を示す。 

 

6.2.1 荷重の種類 

(1) 常時作用する荷重 

常時作用する荷重は持続的に生じる荷重であり，

自重及び積載荷重とする。 

 

(2) 風荷重 

風荷重は，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設

の自然現象等による損傷防止に関する説明書」に従

い，平成 12 年 5 月 31 日建築基準法施行令（建設省

告示第 1454 号）に基づく発電所立地地域（東海村）
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の基準風速 30m/s を使用する。 

津波と風荷重の 大荷重の継続時聞が共に短く，

同時に発生する確率が低いことを踏まえ，ガスト影

響係数を l として風荷重を算定する。 

 

(3) 積雪荷重 

積雪荷重は，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施

設の自然現象等による損傷防止に関する説明書」に

従い，茨城県建築基準法施行細則に定められた発電

所立地地域（東海村）の基準積雪深 30cm（単位荷重：

20N/㎝/m２）に，積雪面積を乗じて積雪荷重を算定す

る。 

 

(4) 地震荷重 

地震荷重は，基準地震動Ｓｓに伴う地震力による

荷重とする。耐震計算における動的地震力の水平方

向及び鉛直方向の組合せについては，水平 l 方向及

び鉛直方向地震力の組合せ，又は水平 2 方向及び鉛

直方向地震力の組合せで実施する。耐震計算を水平 l 

方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した場合

は，その計算結果に基づき水平 2 方向及び鉛直方向

地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。 

可搬型重大事故等対処設備の耐震計算における動

的地震力の水平 1 方向及び鉛直方向 

地震力の組合せた結果は，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に

関する説明書」の「Ⅴ-2-別添 3可搬型重大事故等対

処設備の耐震性に関する説明書」のうち「Ⅴ-2-別添

3-3 可搬型重大事故等対処設備のうち車両型設備の

耐震性についての計算書」，「Ⅴ-2-別添 3-4 可搬型重

大事故等対処設備のうちボンベ設備の耐震性につい

ての計算書」，「Ⅴ-2-別添 3-5 可搬型重大事故等対処

設備のうちその他設備の耐震性についての計算書」

に，水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの評価

結果は，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」の

「Ⅴ-2-別添 3 可搬型重大事故等対処設備の耐震性
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に関する説明書」のうち「Ⅴ-2-別添 3-6 可搬型重大

事故等対処設備の水平 2 方向及び鉛直方向地震力の

組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

6.2.2 荷重の組合せ 

可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組

合せの考え方について，保管状態であ 

ることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。荷

重の組合せの考え方については，添付 

書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」のうち添付書類

「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」 

に示す。 

 

6.3 機能維持の方針 

「4. 要求機能及び性能目標」で設定している構造強

度設計上の性能目標を達成するために，「6.1 構造強

度の設計方針」に示す構造を踏まえ，「6.2 荷重及び

荷重の組合せ」で設定している荷重条件を考慮して，

各設備の構造設計及びそれを踏まえた評価方針を設

定する。 

 

6.3.1 車両型設備 

(1) 構造設計 

車両型設備は，「6.1 構造強度の設計方針」で設定

している設計方針及び「6.2 荷重及び荷重の組合せ」

で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

車両型設備は，サスペンションを有し，地震に対す

る影響を軽減できる構造とし，間接支持構造物とし

て車両又は台車にポンプ，発電機等を取付ボルトに

より据え付ける構造であるとともに，早期の重大事

故等への対処を考慮し，自走，牽引等にて移動できる

構造とし，車両，台車，ポンプ，発電機等で構成する

構造とする。また，地盤安定性を有する屋外の保管場

所の地面等に固定せずに保管する。 

車両型設備の構造計画を表 6-1 に示す。車両型設
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備の概略図を図 6-1 に示す。 

 

(2) 評価方針 

車両型設備は，「(1) 構造設計」を踏まえ，以下の

耐震評価方針とする。 

a. 構造強度 

基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，車両に積載

しているポンプ，電動機，内燃機関等の支持部の取付

ボルト及びコンテナ取付ボルトが，塑性ひずみが生

じる場合であっても，その量が微小なレベルに留ま

って破断延性限界に十分な余裕を有することを，計

算により確認する。 

 

b. 転倒 

ポンプ，発電機等の機器を積載している車両全体

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，保管場所の

地表面の 大応答加速度が，加振試験により転倒し

ないことを確認した加振台の 大加速度以下である

ことにより確認する。 

 

c. 機能維持 

(a) 動的及び電気的機能 

車両に積載しているポンプ，電動機，内燃機関等

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，保管場所の

地表面の 大応答加速度が，地震力に伴う浮き上が

りを考慮しても，加振試験により，ポンプの送水機

能，発電機の発電機能及び内燃機関の駆動機能等の

動的及び電気的機能を維持できることを確認した加

振台の 大加速度以下であることにより確認する。 

 

(b) 支持機能，移動機能 

車両部は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，保

管場所の地表面の 大応答加速度が，地震力に伴う

浮き上がりを考慮しても，加振試験により積載物の

支持機能及び車両型設備としての自走又は牽引等に
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よる移動機能を維持できることを確認した加振台の

大加速度以下であることにより確認する。 

基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震計算の

方針については，添付書類「Ⅴ-2-別添 3-1 可搬型重

大事故等対処設備の耐震計算方針」に示し，耐震計算

の方法及び結果については，添付書類「Ⅴ-2-別添 3-

3 可搬型重大事故等対処設備のうち車両型設備の耐

震性についての計算書」に示す。 

 

表 6-1 車両型設備の構造計画 
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図 6-1 車両型設備 

 

 

6.3.2 ボンベ設備 

(1) 構造設計 

ボンベ設備は，「6.1 構造強度の設計方針」で設定

している設計方針及び「6.2 荷重 

及び荷重の組合せ」で設定している荷重を踏まえ，以

下の構造とする。 

ボンベ設備は，ボンベ（窒素ボンベ及び空気ボン

ベ），ボンベ架台等により構成する。 

ボンベは，容器として十分な強度を有する構造と

し，転倒を防止するため，取付ボルト等によりボンベ

架台に固定し，ボンベ架台を溶接又はボルトにより

床へ固定し支持する構造とする。 

ボンベ設備の構造計画を表 6-2 に示す。ボンベ設

備の概略図を図 6-2 から図 6-4 に示 

す。 

 

(2) 評価方針 

ボンベ設備は，「（1）構造設計」 を踏まえ，以下の

耐震評価方針とする。 

a. 構造強度 

基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，ボンベを収

容するボンベ架台並びにこれを床面に固定する溶接

部又はボルトが，塑性ひずみが生じる場合であって

も，その量が微小なレベルに留まって破断延性限界

に十分な余裕を有することを，計算により確認する。 

 

b. 転倒 

基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，ボンベを収

容するボンベ架台並びにこれをアンカープレートに

固定する溶接部又はボルトが，塑性ひずみが生じる

場合であっても，その量が微小なレベルに留まって
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破断延性限界に十分な余裕を有することを，計算に

より確認することで，転倒しないことを確認する。 

基準地震動Ｓｓによる地震力に対する耐震計算の

方針については，添付書類「Ⅴ-2-別添 3-1 可搬型重

大事故等対処設備の耐震計算方針」に示し，耐震計算

の方法及び結果については，添付書類「Ⅴ-2-別添 3-

4 可搬型重大事故等対処設備のうちボンベ設備の耐

震性についての計算書」に示す。 

 

表 6-2 ボンベ設備の構造計画 
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図 6-2 ボンベ設備（床置形） 

 

 

 

図 6-3 ボンベ設備（壁掛床置形） 

 

 

図 6-4 ボンベ設備（カードル形） 
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6.3.3 その他設備 

(1) 構造設計 

その他設備は，「6.1 構造強度の設計方針」で設定

している設計方針及び「6.2 荷重及び荷重の組合せ」

で設定している荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

 

a. 収納ラック固縛保管設備（電離箱サーベイ・メー

タ等） 

床にボルトで固定した収納ラックにスリング等で

固縛する。 

 

b. 収納箱架台固縛保管設備（可搬型計測器等） 

床にボルトで固定した架台にスリング等で固縛す

る。 

 

c. 本体固縛保管設備（逃がし安全弁用可搬型蓄電池

等） 

壁等にスリング等で固縛する。 

 

その他設備に使用しているスリング等は，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対し，対象設備の重心高さ

を考慮してスリング等の設置位置を設定するととも

に，保管場所の床面の 大加速度によりスリング等

が受ける荷重に対して十分な裕度を持たせて選定を

行う。スリング等の支持機能については保管状態を

模擬した加振試験により確認する。 

その他設備の構造計画を表 6-3 に示す。その他設

備の概略図を図 6-5 から図 6-7 に示す。 

 

(2) 評価方針 
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その他設備は，「（1）構造設計」を踏まえ，以下の耐

震評価方針とする。 

 

a. 構造強度 

その他設備のうち機器を保管する架台は，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対し，架台及びこれを床に

固定するボルトが，塑性ひずみが生じる場合であっ

ても，その量が微小なレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有することを，計算により確認す

る。 

 

b. 転倒 

その他設備の機器全体は，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対し，保管場所における設置床又は地表面

の 大応答加速度が，加振試験により転倒を防止す

るために設置しているスリング等の健全性を確認し

た加振台の 大加速度以下であることにより確認す

る。 

 

c. 機能維持 

その他設備の機器全体は，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対し，保管場所における 

設置床又は地表面の 大応答加速度が，加振試験

により計測，給電等の機能及びスリング等の固縛機

能を維持できることを確認した加振台の 大加速度

以下であることにより確認する。 

基準地震動Ｓｓによる地震力による荷重に対する

耐震計算の方針については，添付書類「Ⅴ-2-別添 3-

1 可搬型重大事故等対処設備の耐震計算方針」に示

し，耐震計算の方法及び結果については，添付書類

「Ⅴ-2-別添 3-5 可搬型重大事故等対処設備のうち

その他設備の耐震性についての計算書」に示す。 
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表 6-3 その他設備の構造計画 

 

図 6-5 収納ラック固縛保管 

 

 

737



MOX 燃料加工施設－発電炉 記載比較 ( 446 / 448 ) 

【Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針】    別紙４-２ 
MOX 燃料加工施設 発電炉 

備 考 
添付書類 Ⅴ－１－１－４－２ 添付書類 Ⅴ－１－１－４－２－１ 添付書類 Ⅴ－１－１－６（別添 2） 

 

図 6-6 収納箱架台固縛保管 

 

 

 

図 6-7 本体固縛保管 
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6.4 波及的影響評価 

「4. 要求機能及び性能目標」で設定している構造

強度設計上の性能目標が達成されるよう，「6.1 構造

強度の設計方針」に示す構造を踏まえ，各設備の波及

的影響の評価方針を設定する。 

可搬型重大事故等対処設備は，保管場所において，

隣接する他の可搬型重大事故等対処設備に対して波

及的影響を及ぼさないことを確認する。 

設計基準対象施設のうち耐震重要度分類のＳクラ

スに属する施設，重大事故等対処施設のうち常設耐

震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備

並びにこれらが設置される常設重大事故等対処施設

が，下位クラスとしての可搬型重大事故等対処設備

の波及的影響によって，それぞれその安全機能及び

重大事故等に対処するために必要な機能を損なわな

い設計とすることを，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関す

る説明書」のうち，添付書類「Ⅴ-2-11 波及的影響を

及ぼすおそれのある施設の耐震性に関する計算書」

に示す。 

可搬型重大事故等対処設備が，周辺機器等からの

波及的影響によって重大事故等に対処するために必

要な機能を損なわない設計とすることについては，

添付書類Ⅴ-1-1-6 の「2.3 環境条件等」及び添付書

類「Ⅴ-1-1-6-別添 1 可搬型重大事故等対処設備の保

管場所及びアクセスルート」に示す。 

 

6.4.1 車両型設備 

基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，設備の傾き

及び横すべりにより，他の可搬型重大事故等対処設

備に対して波及的影響を及ぼさないことを，加振試

験により確認した設備の傾き及び横すべりによる設

備頂部の変位量が，1 台当たり，可搬型代替低圧電

源車及び窒素供給装置用電源車は前後方向 1250 ㎜，

左右方向 2000 ㎜，それ以外の車両型設備は前後方向

1250mm，左右方向 1250mm に設定した離隔距離の範囲
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内にあることにより確認する。 

 

6.4.2 ボンベ設備 

基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，ボンベを収

容するボンベ架台並びにこれを床面に固定する溶接

部が，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が

微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕

を有することを，計算により確認することで，隣接す

る他の可搬型重大事故等対処設備に波及的影響を及

ぼさないことを確認する。 

 

6.4.3 その他設備 

基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，他の可搬型

重大事故等対処設備に対して波及的影響を及ぼさな

いことを，保管場所における設置床又は地表面の

大応答加速度が，加振試験により転倒を防止するた

めのスリング等の健全性を確認した加振台の 大加

速度以下であることにより確認する。 
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令和５年２月 28日 Ｒ10 

別紙 4-3 

地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計 
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令和４年９月14日付け原規規発第2209145号にて認可を受けた設工認申請書の添付書

類「Ｖ－１－１－４－４ 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」から，

今回申請で追加又は変更する箇所を下線で示す。 

なお，「Ｖ－１－１－４－４ 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」

は，本申請において「Ｖ－１－１－４－２－３ 地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に名称を変更する。 
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1 

1. 概要 

本資料は，「Ｖ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下におけ

る健全性に関する説明書」に示す地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処

施設の設計方針に関し，MOX燃料加工施設で想定する地震を要因とする重大事故等を踏

まえ，重大事故等対処施設に必要となる機能を整理した上で，耐震設計における機能維

持の方針と考慮すべき事項について説明するものである。 

 

2. 地震を要因とする重大事故等の対処 

MOX燃料加工施設の事業(変更)許可において，重大事故等対処施設の設計では，設計

条件を上回る地震に対しても，重大事故等への対処が実施可能となる設計とすることと

している。これは，重大事故等への対処をより確実なものとするために，更なる安全性

を目指す観点で設定したものであり，基準地震動Ｓｓを超えるような地震として，基準

地震動Ｓｓに加えて2割程度までは確実に重大事故等への対処が実施できるよう設計す

るとしたものである。 

具体的には，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震動に対して基準地震動Ｓｓに対する設

計方針を踏襲し，重大事故等の対処に必要な機能を確保する設計とする。 

 

3. 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の基本方針 

3.1 地震を要因とする重大事故等  

MOX 燃料加工施設における地震を要因とする重大事故等は，MOX を粉末で扱うグロ

ーブボックス内において火災が発生することで核燃料物質を閉じ込める機能を喪失す

る事象である。 

 

3.2 基本方針 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計は，基準地震

動Ｓｓを上回る地震が発生した場合であっても，重大事故等に対処することができる

ことを示すために実施するものである。 

事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の

発生を仮定する機器の特定において，基準地震動の 1.2倍の地震動を考慮した際に機

能維持できる設計とした設備(以下「起因に対し発生防止を期待する設備」という。)

は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して，閉じ込め機能を損なわない設計と

する。 

また，起因に対し発生防止を期待する設備を設置する建物・構築物は，基準地震動

Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，建物・構築物の終局耐力時に生じる変形等の地震影

響においても，起因に対し発生防止を期待する設備を支持できる設計とする。 

地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備(以下「対
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処する常設重大事故等対処設備」という。)は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に

対して，想定する重大事故等を考慮し，火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の

地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計

とする。 

対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力によって

設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震を要因として発生す

る重大事故等に対処するために必要な機能が維持できる設計とする。 

また，対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2倍した地震力に対し，建物・構築物の終局耐力時に生じる変形等の地震影響

においても，対処する常設重大事故等対処設備を支持できる設計並びに重大事故等の

対処に係る操作場所及びアクセスルートが保持できる設計とする。 

地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備(以下

「対処する可搬型重大事故等対処設備」という。)は，各保管場所における基準地震動

Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，火災感知機能，閉

じ込め機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を

損なわないよう，転倒防止のため固縛等の措置を講ずるとともに，動的機器について

は加振試験等により地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれない設計とする。ダクト等の静的機器は，複数の保管場所に分散して保

管することにより，地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機

能を損なわない設計とする。 

また，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動

Ｓｓを 1.2倍した地震力に対し，建物・構築物の終局耐力時に生じる変形等の地震影

響においても，保管場所，操作場所及びアクセスルートが保持できる設計とする。 

 

3.3 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の対象 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設は，以下に示すとおりで

ある。 

(1) 起因に対し発生防止を期待する設備 

起因に対し発生防止を期待する設備は，露出したMOX粉末を取り扱い，火災源と

なる潤滑油を有するグローブボックス(以下「重大事故の発生を仮定するグロー

ブボックス」という。)である。 

(2) 対処する常設重大事故等対処設備 

対処する常設重大事故等対処設備は，MOX燃料加工施設で想定する地震を要因

とする重大事故等の対処となる「①グローブボックス内で発生した火災の感知」，

「②グローブボックス内で発生した火災の消火」，「③外部への放出経路の遮断，

高性能エアフィルタによるMOX粉末の捕集」，「④核燃料物質等の回収」，「⑤核
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燃料物質等を閉じ込める機能の回復」に必要となる常設重大事故等対処設備の重

大事故の発生を仮定するグローブボックス，代替火災感知設備，代替消火設備，

外部放出抑制設備である。 

また，対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物及び地震を要

因とする重大事故等に対処するための操作場所及び操作場所までのアクセスルー

トを構成する建物・構築物も含まれる。 

上記に加えて，「⑤核燃料物質等を閉じ込める機能の回復」の対処に必要とな

る補機駆動用燃料補給設備も対象となる。 

(3) 対処する可搬型重大事故等対処設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，MOX燃料加工施設で想定する地震を要

因とする重大事故等を踏まえ，火災の検知・消火，及びMOX粉末を閉じ込めるため

に必要となる可搬型重大事故等対処設備として，代替火災感知設備の可搬型グロ

ーブボックス温度表示端末及び外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速計であ

る。 

また，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物も含まれる。 

上記に加えて，「④核燃料物資等の回収」及び「⑤核燃料物質等を閉じ込める

機能の回復」の対処に必要となる可搬型排気モニタリング設備，可搬型放出管理

分析設備，代替電源設備，補機駆動用燃料補給設備及び水供給設備も対象となる。 

 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設を第3.3-1表に示す。ま

た，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設，直接支持構造物，間

接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設等の耐震設計上考慮する区分を第3.3-

2表に示す。 
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第3.3-1表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設 
 

常設重大事故等対処設備等 可搬型重大事故等対処設備 

起因に対し発生防止

を期待する設備 

・重大事故の発生を仮定するグローブボックス* － 

①グローブボックス

内で発生した火災

の検知 

・火災状況確認用温度計 

  測温抵抗体(グローブボックス内ケーブル含む) 

  ケーブル(電線管，ケーブルトレイ) 

  接続口(中継端子箱)) 

・重大事故の発生を仮定するグローブボックス* 

・操作場所(中央監視室) 

・可搬型グローブボックス温

度表示端末 

・操作場所(中央監視室) 

②グローブボックス

内で発生した火災

の消火 

＜遠隔消火装置＞ 

・手動操作弁 

・起動用配管(圧力開放弁含む) 

・消火ガスボンベ(容器弁含む) 

・消火配管 

・アクセスルート(中央監視室から中央監視室近傍)，操作場所

(中央監視室近傍) 

・重大事故の発生を仮定するグローブボックス* 

－ 

③外部への放出経路

の遮断，高性能エ

アフィルタによる

MOX粉末の捕集 

・グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程室排風機入口手

動ダンパ＊ 

・グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室排気閉止ダンパ* 

・ダクト(グローブボックス排気ダクト，工程室排気ダクト)* 

・給気フィルタ(グローブボックス給気フィルタ)* 

・排気フィルタ(グローブボックス排気フィルタ，グローブボッ

クス排気フィルタユニット，工程室排気フィルタユニット)* 

・工程室のうちSクラスの区域* 

・アクセスルート(中央監視室から排風機室)，操作場所(排風機

室) 

・重大事故の発生を仮定するグローブボックス* 

・可搬型ダンパ出口風速計 

・保管場所(燃料加工建屋，第

１保管庫・貯水所，第２保管

庫・貯水所) 

・アクセスルート(中央監視室

から排風機室)，操作場所(排

風機室) 

 

④核燃料物質等の回

収 

・アクセスルート(中央監視室から工程室)，操作場所(工程室) ・可搬型ダストサンプラ 

・アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ(濡れウエス等の資

機材を使用) 

・アクセスルート(中央監視室

から工程室)，操作場所(工程

室) 

⑤核燃料物質等を閉

じ込める機能の回

復 

・アクセスルート(中央監視室から排風機室)，操作場所(排風機

室) 

〈ダクト*，給気フィルタ*，排気フィルタ*を使用〉 

 

・第１軽油貯槽及び第２軽油貯槽 

・可搬型ダクト 

・可搬型フィルタユニット 

・可搬型排風機付フィルタユ

ニット 

・可搬型ダストモニタ 

・可搬型放射能測定装置 

・燃料加工建屋可搬型発電機 

・可搬型分電盤 

・可搬型電源ケーブル 

・軽油用タンクローリ 

・運搬車 

・保管場所(燃料加工建屋，第

１保管庫・貯水所，第２保管

庫・貯水所) 

・アクセスルート(中央監視室

から排風機室)，操作場所(排

風機室) 

注記 ＊：設計基準対象の施設と兼用 
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第3.3-2表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(１/７) 

 
【 】内は検討用地震動を示す。 

可搬型重大事故等対処設備については支持構造物ではなく保管方法と保管場所を記載する。 

区分 
地震を要因とする重

大事故等の対処 
設備 

直接支持構造物 

(保管方法) 

間接支持構造物 

(保管場所) 

波及的影響を 

考慮すべき施設 
a. 起因に対し発生防止を期

待する設備 
－ 加工設備本体 成形施設 

粉末調整工程 

一次混合設備 
・予備混合装置グローブボックス
※ 

 
 

 
・機器・配管等の支
持構造物 

 

 
 

 
・燃料加工建屋 

 
 

 
・予備混合装置【1.2Ss】 
・原料粉末搬送装置グローブ

ボックス-4【1.2Ss】 
・調整粉末搬送装置グローブ
ボックス-3【1.2Ss】 

・原料MOX粉末秤量分取装置
グローブボックス
【1.2Ss】 

二次混合設備 
・均一化混合装置グローブボック

ス※ 

・機器・配管等の支
持構造物 

・燃料加工建屋 ・均一化混合装置【1.2Ss】 
・調整粉末搬送装置グローブ

ボックス-9【1.2Ss】 

二次混合設備 
・造粒装置グローブボックス※ 

・機器・配管等の支
持構造物 

・燃料加工建屋 ・造粒装置【1.2Ss】 
・調整粉末搬送装置-8グロー

ブボックス【1.2Ss】 

二次混合設備 

・添加剤混合装置Ａグローブボッ
クス※ 

・機器・配管等の支

持構造物 

・燃料加工建屋 ・添加剤混合装置【1.2Ss】 

・調整粉末搬送装置19-グロ
ーブボックス【1.2Ss】 

・添加剤混合粉末搬送装置グ

ローブボックス-1
【1.2Ss】 

・添加剤混合粉末搬送装置グ

ローブボックス-3
【1.2Ss】 

※重大事故の発生を仮定するグローブボックス 
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第3.3-2表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(２/７) 

区分 
地震を要因とする重

大事故等の対処 
設備 

直接支持構造物 
(保管方法) 

間接支持構造物 
(保管場所) 

波及的影響を 
考慮すべき施設 

a. 起因に対し発生防止を期
待する設備 

－ 加工設備本体 成形施設 
粉末調整工程 

二次混合設備 

・添加剤混合装置Ｂグローブボッ
クス※ 

 
 
 

・機器・配管等の支
持構造物 

 
 
 

・燃料加工建屋 

 
 
 

・添加剤混合装置
【1.2Ss】 

・調整粉末搬送装置20-グ

ローブボックス
【1.2Ss】 

・添加剤混合粉末搬送装置

グローブボックス-2
【1.2Ss】 

スクラップ処理設備 
・回収粉末処理・混合装置グロー
ブボックス※ 

・機器・配管等の支
持構造物 

・燃料加工建屋 ・回収粉末処理・混合装置
【1.2Ss】 

・調整粉末搬送装置16グロ

ーブボックス【1.2Ss】 

ペレット加工工程 
圧縮成形設備 

・プレス装置Ａ(プレス部)グロー
ブボックス※ 

・機器・配管等の支
持構造物 

・燃料加工建屋 ・プレス装置(プレス部) 
【1.2Ss】 

・プレス装置A(粉末取扱部)
グ ロ ー ブ ボ ッ ク ス
【1.2Ss】 

・グリ－ンペレット積込装
置 Aグローブボックス
【1.2Ss】 

 

圧縮成形設備 

・プレス装置Ｂ(プレス部)グロー
ブボックス※ 

・機器・配管等の支

持構造物 

・燃料加工建屋 ・プレス装置(プレス部) 

【1.2Ss】 
・プレス装置B(粉末取扱部)
グ ロ ー ブ ボ ッ ク ス

【1.2Ss】 
・グリ－ンペレット積込装
置 Bグローブボックス

【1.2Ss】 

 ※重大事故の発生を仮定するグローブボックス 
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第3.3-2表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(３/７) 

区分 
地震を要因とする重
大事故等の対処 

設備 
直接支持構造物 

(保管方法) 
間接支持構造物 
(保管場所) 

波及的影響を 
考慮すべき施設 

b. 対処する常設重大事故等

対処設備 

①グローブボックス内

で発生した火災の感
知 

その他加工設備の附属施設 

代替火災感知設備 
・火災状況確認用温度計 

 

 
・機器・配管等の支
持構造物 

 

 
・燃料加工建屋 

 

 
・予備混合装置【1.2Ss】 
・均一化混合装置【1.2Ss】 

・造粒装置【1.2Ss】 
・添加剤混合装置【1.2Ss】 
・回収粉末・処理混合装置

【1.2Ss】 
・プレス装置(プレス部) 
【1.2Ss】 

②グローブボックス内
で発生した火災の消
火 

その他加工設備の附属施設 
代替消火設備 
 ・遠隔消火装置 

 
 

 ・主配管(常設)(遠隔消火系) 

 

 
 
・機器・配管等の支

持構造物 
 
・機器・配管等の支

持構造物 

 
 
・燃料加工建屋 

 
 
・燃料加工建屋 

 
 
 

 
 
・予備混合装置【1.2Ss】 

・均一化混合装置【1.2Ss】 
・造粒装置【1.2Ss】 
・添加剤混合装置【1.2Ss】 

・回収粉末・処理混合装置
【1.2Ss】 

・プレス装置(プレス部) 

【1.2Ss】 

③外部への放出経路の

遮断，高性能エアフ
ィルタによるMOX粉
末の捕集 

加工設備本体 成形施設 

粉末調整工程  
一次混合設備及び二次混合設備 

ペレット加工工程 

圧縮成形設備 
※重大事故の発生を仮定するグローブ
ボックスについては「a. 起因に対

し発生防止を期待する設備」に同
じ。 

 

 

 
 
 

 
・機器・配管等の支
持構造物 

 

 
 
 

 
・燃料加工建屋 

 

 
 
 

 
「a. 起因に対し発生防止
を期待する設備」に同じ。 

  

750



 

 

8 

第3.3-2表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(４/７) 

区分 
地震を要因とする重

大事故等の対処 
設備 

直接支持構造物 
(保管方法) 

間接支持構造物 
(保管場所) 

波及的影響を 
考慮すべき施設 

b. 対処する常設重大事故等

対処設備 

③外部への放出経路の

遮断，高性能エアフ
ィルタによるMOX粉
末の捕集 

放射性廃棄物の廃棄施設 

外部放出抑制設備 
・主配管(常設)(外部放出抑制系
(グローブボックス)) 

 
・主配管(常設)(外部放出抑制系
(工程室)) 

 

 
・機器・配管等の支
持構造物 

 
・機器・配管等の支
持構造物 

 

 
・燃料加工建屋 
 

 
・燃料加工建屋 

 

 
－ 
 

 
－ 

・グローブボックス排風機入口手
動ダンパ 

・機器・配管等の支
持構造物 

 

・燃料加工建屋 － 

・工程室排風機入口手動ダンパ 
 

・機器・配管等の支
持構造物 

・燃料加工建屋 － 

・グローブボックス給気フィルタ 
 

・機器・配管等の支
持構造物 

・燃料加工建屋 － 

・グローブボックス排気フィルタ ・機器・配管等の支
持構造物 

・燃料加工建屋 － 

・グローブボックス排気フィルタ

ユニット 

・機器・配管等の支

持構造物 

・燃料加工建屋 － 

・工程室排気フィルタユニット 

 

・機器・配管等の支

持構造物 

・燃料加工建屋 － 

④核燃料物質等の回収 － 
※核燃料物質等の回収に係る常設重大事

故等対処設備はない。 

－ － － 
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第3.3-2表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(５/７) 

区分 
地震を要因とする重

大事故等の対処 
設備 

直接支持構造物 

(保管方法) 

間接支持構造物 

(保管場所) 

波及的影響を 

考慮すべき施設 

b. 対処する常設重大事故等
対処設備 

 

⑤核燃料物質等を閉じ
込める機能の回復 

放射性廃棄物の廃棄施設 
代替グローブボックス排気設備 
※重大事故の発生を仮定するグローブ

ボックスについては「a. 起因に対
し発生防止を期待する設備」に同
じ。 

 

 
 
・機器・配管等の支

持構造物 

 
 
・燃料加工建屋 

 
 
「a. 起因に対し発生防止

を期待する設備」に同じ。 

・主配管(常設)(代替グローブボッ
クス排気系) 

 

・機器・配管等の支
持構造物 

・燃料加工建屋 － 

・グローブボックス給気フィルタ 

 

・機器・配管等の支

持構造物 
 

・燃料加工建屋 － 

・グローブボックス排気フィルタ 

 

・機器・配管等の支

持構造物 
 

・燃料加工建屋 － 

その他加工設備の附属施設 
補機駆動用燃料補給設備 

・第1軽油貯槽 

 

 
 
・機器・配管等の支

持構造物 

 

 
－ 

 
 
 

－ 

・第2軽油貯槽 
 

・機器・配管等の支
持構造物 

 

－ － 

・燃料加工建屋(設置場所，操作場所，ア

クセスルート) 
 
 

－ － ・排気筒【1.2Ss】 
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第3.3-2表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(６/７) 

区分 
地震を要因とする重

大事故等の対処 
設備 

直接支持構造物 
(保管方法) 

間接支持構造物 
(保管場所) 

波及的影響を 
考慮すべき施設 

c. 対処する可搬型重大事故

等対処設備 

①グローブボックス内

で発生した火災の感
知 

その他加工設備の附属施設 

代替火災感知設備 
・可搬型グローブボックス温度表
示端末 

 

 

 
・収納箱架台固縛保
管設備 

 

 
・燃料加工建屋 
・第1保管庫・貯水所 

・第2保管庫・貯水所 

 

 
－ 
 

②グローブボックス内
で発生した火災の消

火 
 

－ 
※グローブボックス内で発生した火災の

消火に係る常設重大事故等対処設備は
ない。 

－ － － 
 

③外部への放出経路の
遮断，高性能エアフ
ィルタによるMOX粉

末の捕集 
 

その他加工設備の附属施設 
外部放出抑制設備 

・可搬型ダンパ出口風速計 

 
 
・収納箱架台固縛保

管設備 

 
 
・燃料加工建屋 

・第1保管庫・貯水所 
・第2保管庫・貯水所 

 
 
－ 

 

④核燃料物質等の回収 放射線管理施設 

工程室放射線計測設備 
・可搬型ダストサンプラ 
 

 

 
・収納箱架台固縛保
管設備 

 

 
・燃料加工建屋 
・第1保管庫・貯水所 

 

 
－ 
 

・アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ 

・収納箱架台固縛保
管設備 

・燃料加工建屋 
・第1保管庫・貯水所 

－ 
 

⑤核燃料物質等を閉じ
込める機能の回復 

その他加工設備の附属施設 
代替グローブボックス排気設備 

・可搬型ダクト 

 

 
 
・収納箱架台固縛保

管設備 

 
 
・燃料加工建屋 

 
 
－ 

 

・可搬型フィルタユニット 

 

・本体固縛保管(スリ

ング固定)設備 

・燃料加工建屋 

・第1保管庫・貯水所 
・第2保管庫・貯水所 

－ 

 

・可搬型排風機付フィルタユニッ

ト 
 

・本体固縛保管(スリ

ング固定)設備 

・燃料加工建屋 

・第1保管庫・貯水所 
・第2保管庫・貯水所 
 

－ 

 

放射線管理施設 

可搬型排気モニタリング設備 

・可搬型ダストモニタ 

 

 

 

・収納箱架台固縛保

管設備 

 

 

・燃料加工建屋 

・第1保管庫・貯水所 

 

 

－ 
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第3.3-2表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計上の区分(７/７) 

区分 
地震を要因とする重

大事故等の対処 
設備 

直接支持構造物 
(保管方法) 

間接支持構造物 
(保管場所) 

波及的影響を 
考慮すべき施設 

c. 対処する可搬型重大事故

等対処設備 

⑤核燃料物質等を閉じ

込める機能の回復 

放射線管理施設 

可搬型放出管理分析設備 
・可搬型放射能測定装置 
 

 

 
・収納箱架台固縛保
管設備 

 

 
・燃料加工建屋 
・第1保管庫・貯水所 

 

 
－ 

 

その他加工設備の附属施設 
所内電源設備(電気設備) 

代替電源設備 

・燃料加工建屋可搬型発電機 
 

 
 
 

・本体固縛保管(スリ
ング固定)設備 

 
 
 

・屋外 
・第2保管庫・貯水所 

 
 
 

－ 
 

・可搬型分電盤 
 
 

・本体固縛保管(スリ
ング固定)設備 

・燃料加工建屋 
・第1保管庫・貯水所 

－ 
 

・可搬型電源ケーブル 
 
 

・収納箱架台固縛保
管設備 

・燃料加工建屋 
・第1保管庫・貯水所 

－ 
 

その他加工設備の附属施設 
補機駆動用燃料補給設備 

・軽油用タンクローリ 
 

 
 

・車両型設備 

 
 

・屋外 

 
 

－ 
 

その他加工設備の附属施設 

水供給設備 
・運搬車 
 

 

 
・車両型設備 

 

 
・屋外 

 

 
－ 

 

・燃料加工建屋(保管場所，操作場所，ア
クセスルート) 

 

－ － ・排気筒【1.2Ss】 

・第１保管庫・貯水所(保管場所) － 
 

－ － 

・第２保管庫・貯水所(保管場所) － 
 

－ － 
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3.4 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針は，

「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「2. 耐震設計の基本方針」の「2.1 基本方

針」に示す重大事故等対処施設の耐震設計における基本方針を踏襲し，構造上の特徴，

重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地

震力により，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の必要な機能

が損なわれるおそれがないことを目的とし，重大事故等対処施設に係る技術基準規則

に適合する設計とする。 

(1) 起因に対し発生防止を期待する設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し

て，閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

(2) 対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，

想定する重大事故等を踏まえ，火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要

因とする重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれない設計とする。 

(3) 対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管場所における基準地震動Ｓｓを1.2倍

した地震力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，火災感知機能，閉じ込め機能，

放射性物質等の計測機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわないよう，転倒防止のため固縛等の措置を講ずるとともに，動的

機器については加振試験等により地震を要因として発生する重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれない設計とする。また，ダクト等の静的機器は，複数の保

管場所に分散して保管することにより，地震を要因として発生する重大事故等に対処

するために必要な機能を損なわない設計とする。 

(4) 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓを1.2

倍した地震力により，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の必

要な機能が損なわれない設計とする。 

a. 建物・構築物 

対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを

1.2倍した地震力に対し，建物・構築物の終局耐力時に生じる変形等の地震影響にお

いても，対処する常設重大事故等対処設備を支持できる設計とする。また，重大事

故等への対処に係る操作場所及びアクセスルートが確保できる設計とする。 

対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓ

を1.2倍した地震力に対し，建物・構築物の終局耐力時に生じる変形等の地震影響に

おいても，保管場所，操作場所及びアクセスルートが保持できる設計とする。具体

的には，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，建物・構築物全体としての変形

能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有する設

計とする。 
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b. 機器・配管系 

対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によっ

て設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震を要因とする重

大事故等に対する重大事故等対処施設の必要な機能が維持できる設計とする。具体

的には，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた

場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有

し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とし

た上で，それ以外を適用する場合は各機能が維持できることを個別に示す。 

c. 可搬型設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によ

って設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，保管時に地震を要

因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能が維持できる設計とする。

具体的には，保管場所に保管及び固縛し，機器本体を安定した状態で保管すること

で，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震後に地震を要因として発生する重大事故等に

対処するために必要となる機能が損なわれない設計とする。 

(5) 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓを1.2

倍した地震力に対し，水平2方向及び鉛直方向の組み合わせについて，基準地震動Ｓｓ

に対する水平2方向及び鉛直方向の組み合わせた影響を考慮して評価するものとする。 

(6) 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓを1.2

倍した地震力を考慮しない施設の波及的影響によって，地震を要因とする重大事故等

に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

(7) 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の建物・構築物について

は，自重及び通常時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力が作用した場

合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。 

(8) 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画

に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。 

 

4. 基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力の設定 

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力は，「Ｖ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備

が使用される条件の下における健全性に関する説明書」の「6. 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」での「(2) 地震力の算定」に示すとおり，基準地震

動Ｓｓを1.2倍した地震力を適用する。 

具体的には，「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」

に示す解放基盤表面レベルで定義された基準地震動Ｓｓの加速度時刻歴波形の振幅を

1.2倍した地震動により算出した地震力とする。 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する
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施設の基本構造と異なる施設については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し

て，要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造

を適切にモデル化した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。 

動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の

基本方針」を，設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅲ－１－１－６ 設計用床

応答曲線の作成方針」を，それぞれ踏襲する。 

ここで，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震動に対する耐震設計において，十分な保守

性を考慮して検討した基準地震動Ｓｓをさらに上回る地震動の設定として考慮する2割

の増分は，評価の前提として設定したもので，詳細な工学的な根拠を有するものではな

い。また，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設を設置する建物・

構築物に対する耐震設計で，せん断ひずみが建物・構築物の終局状態以上に達しないよ

うに設計すること，そのために床スラブを概ね弾性設計にすること，壁をせん断ひずみ

度に追従できるよう強度を有する設計とすること等により，終局状態(4000μ)に対して

十分な裕度を確保する設計としていることも相まって，地盤の諸定数に関するばらつき

の影響を精緻に考慮する性質のものではない。 

なお，床応答曲線の作成において，起因に対して発生防止を期待する設備，対処する

常設重大事故等対処設備及び対処する可搬型重大事故等対処設備の機能を確保すること

を確認するため，床応答スペクトルに変動を与える要因及び耐震解析の対象となる設備

の解析モデルと実機との間に生じる固有周期の差分を考慮し，評価の確実性を確保する

観点から，床応答スペクトルを周期方向に±10％の拡幅を行う。 

動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水平2

方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平１方向及び鉛直方

向地震力を組み合わせた耐震計算への影響が考えられる施設，設備を抽出し，建物・構

築物の3次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，耐震性に

及ぼす影響を評価する。 

応答スペクトル及び加速度時刻歴波形を第4-1図，第4-2図に示す。 
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第4-1図(1) 1.2×Ｓｓ－Ａと1.2×Ｓｓ－Ｂの応答スペクトル(NS方向) 
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第4-1図(2) 1.2×Ｓｓ－Ａと1.2×Ｓｓ－Ｂの応答スペクトル(EW方向) 
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第4-1図(3) 1.2×Ｓｓ－Ａと1.2×Ｓｓ－Ｂの応答スペクトル(UD方向) 
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第4-1図(4) 1.2×Ｓｓ－Ｃの応答スペクトル(水平方向) 
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第4-1図(5) 1.2×Ｓｓ－Ｃの応答スペクトル(鉛直方向) 
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(a) 1.2×Ｓｓ－ＡＨ 

 

 

(b) 1.2×Ｓｓ－ＡＶ 

 

第4-2図(1) 1.2×Ｓｓ－ＡＨ，1.2×Ｓｓ－ＡＶの設計用模擬地震波の 

加速度時刻歴波形 
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(a) NS方向 

 

 
(b) EW方向 

 

 

(c) UD方向 

 

第4-2図(2) 1.2×Ｓｓ－Ｂ１の加速度時刻歴波形 
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(a) NS方向 

 

 
(b) EW方向 

 

 

(c) UD方向 

 

第4-2図(3) 1.2×Ｓｓ－Ｂ２の加速度時刻歴波形 
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(a) NS方向 

 

 
(b) EW方向 

 

 

(c) UD方向 

 

第4-2図(4) 1.2×Ｓｓ－Ｂ３の加速度時刻歴波形 
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(a) NS方向 

 

 
(b) EW方向 

 

 

(c) UD方向 

 

第4-2図(5) 1.2×Ｓｓ－Ｂ４の加速度時刻歴波形 
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(a) NS方向 

 

 
(b) EW方向 

 

 

(c) UD方向 

 

第4-2図(6) 1.2×Ｓｓ－Ｂ５の加速度時刻歴波形 
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(a) 水平方向 

 

 

(b) 鉛直方向 

 

第4-2図(7) 1.2×Ｓｓ－Ｃ１の加速度時刻歴波形 
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(a) ダム軸方向 

 

 

(b) 上下流方向 

 

 

(c) 鉛直方向 

 

第4-2図(8) 1.2×Ｓｓ－Ｃ２の加速度時刻歴波形 

 

0 10 20 30 40 50 60
-800

-400

0

400

800

時間(s)

加
速

度
(c

m
/s

2
)

540.0

0 10 20 30 40 50 60
-800

-400

0

400

800

時間(s)

加
速

度
(c

m
/s

2
)

588.0

0 10 20 30 40 50 60
-800

-400

0

400

800

時間(s)

加
速

度
(c

m
/s

2
)

384.0

770



 

28 

 

(a) NS方向 

 

 

(b) EW方向 

 

 

(c) UD方向 

 

第4-2図(9) 1.2×Ｓｓ－Ｃ３の加速度時刻歴波形 
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(a) NS方向 

 

 

(b) EW方向 

 

第4-2図(10)  1.2×Ｓｓ－Ｃ４の加速度時刻歴波形 
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5. 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に要求される機能及び機能

維持の方針 

5.1 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に要求される機能 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設は，「3.2 基本方針」に

示すとおり，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力に対して，必要な機能が損なわれる

おそれがないことを確認する。これを踏まえ，地震を要因とする重大事故等に対する

重大事故等対処施設ごとに要求される機能を整理するとともに，要求される機能を踏

まえた施設ごとの耐震設計の機能維持の方針を示す。 

(1) 機器・配管系 

a. 起因に対し発生防止を期待する設備 

(a) 要求機能 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，起因に対し

発生防止を期待する設備に対して，地震を要因とする重大事故等に対する重大事

故等対処施設の必要な機能となる閉じ込め機能の損なわれないことが要求される。 

(b) 機能維持 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の起因に対し発生防

止を期待する設備の必要となる機能である閉じ込め機能を維持する設計とする。 

b. 対処する常設重大事故等対処設備 

(a) 要求機能 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，対処する常設

重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，地震を要因と

する重大事故等に対する重大事故等対処施設の必要な機能となる火災感知機能，消

火機能，閉じ込め機能及び支援機能が損なわれないことが要求される。 

b. 機能維持 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の対処する常設重大事

故等対処設備の必要となる機能である火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能及び

支援機能を維持する設計とする。 

(2) 建物・構築物 

a. 要求機能 

起因に対し発生防止を期待する設備又は対処する常設重大事故等対処設備を設置

する建物・構築物又は対処する可搬型重大事故等対処設備を架台等にて保管する建

物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，建物・構築物に生じる変

形等の地震影響においても，設備を支持できることが必要であることから，支持機

能が要求される。 

また，地震を要因とする重大事故等に対処するため，保管場所，操作場所及び操

作場所までのアクセスルートを構成する建物・構築物は，重大事故等に対する対処
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に係る操作ができるよう，建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，床

の崩落や壁の倒壊，大規模なコンクリートの剥離に至らない状態に留まり，操作場

所及びアクセスルートが保持できることが必要であることから，操作場所及びアク

セスルートの保持機能並びに保管場所の保持機能が要求される。 

b. 機能維持 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，建物・構築物

の必要となる機能である支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能並びに

保管場所の保持機能を維持する設計とする。 

 

(3) 可搬型設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備に要求される機能及び機能維持について，以下

に示す。 

また，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針」の対象となる

重大事故等への対処に必要な可搬型重大事故等対処設備に要求される機能及び機能維

持についても合わせて整理する。 

なお，重大事故等への対処に必要な可搬型重大事故等対処設備に適用する地震力は，

対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所と同一の場合は，その対処する可搬型

重大事故等対処設備に適用する地震力である基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を適

用する。それ以外の場合は，基準地震動Ｓｓの地震力を適用することとし，読み替え

て適用する。 

可搬型重大事故等対処設備は，構造上の特徴を踏まえた設備分類に基づいて整理す

る。 

a. 設備分類 

可搬型処設備は，構造強度設計を行うに当たり，当該設備を支持する構造を含む

各設備の構造により，以下のとおり分類する。 

(a) 車両型設備 

移動機能を有する車両等にポンプ，内燃機関，電動機等を積載し，ボルト等で

固定し，地盤安定性を有する屋外の保管場所の地面に固定せずに保管する設備を

車両型設備として分類する。 

(b) その他設備 

耐震性を有する建屋内の保管場所又は地盤安定性を有する屋外の保管場所にお

いて，スリング等で固縛する設備をその他設備として分類する。 

b. 要求機能 

可搬型重大事故等対処設備は，可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地

震力に対して損傷せず，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわないこと

が要求される。 
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(a) 車両型設備 

車両型設備は，保管時に地震を要因として発生する重大事故等に対処するため

に必要な機能となる支援機能のほか，重大事故等に対処するために必要な送水機

能，支援機能を維持できる設計とする。 

車両型設備は，保管時に燃料を運搬するための容器，送水するポンプ，これら

の駆動源となる内燃機関及び電動機等の機器を車両に積載できるよう積載物支持

機能が維持できる設計とする。 

車両型設備は，保管時に車両型設備全体としての安定性を確保するため，転倒

防止機能が維持できる設計とする。 

車両型設備は，容易に移動できるようにするため，保管時に自走又は牽引等に

よる移動機能が維持できる設計とする。 

(b) その他設備 

その他設備は，保管時に地震を要因として発生する重大事故等に対処するため

に必要な機能となる閉じ込め機能，支援機能のほか，重大事故等に対処するため

に必要な送水機能，支援機能を維持できる設計とする。 

その他設備は，保管時にその他設備全体としての安定性を確保するため，転倒

防止機能が維持できる設計とする。 

c. 機能維持 

(a) 車両型設備 

車両型設備に必要となる送水機能，支援機能，転倒防止機能，移動機能及び積

載物支持機能を維持する設計とする。 

(b) その他設備 

その他設備に必要となる閉じ込め機能，支援機能，送水機能，転倒防止機能を

維持する設計とする。 

 

5.2 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の機能維持の基本方針 

5.2.1 機能維持の基本方針 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計において

は，必要な機能である火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能，支援機能，支持

機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機能，送水機能，

移動機能，積載物支持機能及び転倒防止機能を維持する設計とする。 

建物・構築物に要求される操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所

の保持機能並びに支持機能については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対

して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで機能を維持できる

設計とする。 

機器・配管系のうち，起因に対し発生防止を期待する設備に要求される閉じ込
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め機能については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設

の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能を維持できる設計とする。 

機器・配管系のうち，対処する常設重大事故等対処設備に要求される火災感知

機能，閉じ込め機能及び支援機能については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力

に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで機能を維持で

きる設計とする。 

また，機器・配管系のうち，対処する常設重大事故等対処設備に要求される消

火機能については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設

の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能を維持できる設計とする。 

可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支援機能，送水機能，移動機能，積載

物支持機能及び転倒防止機能は，可搬型設備の特性に応じて，構造強度を確保す

る又は当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定するこ

とで機能が維持できる設計とする。 

(1) 構造強度 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓ

を1.2倍した地震動の地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考

慮した上で，構造強度を確保する設計とする。また，変位及び変形に対し，設計

上の考慮を行う。 

a. 耐震設計上考慮する状態 

(a) 建物・構築物 

「Ⅲ-１-１ 耐震設計の基本方針」の「5.1.1 耐震設計上考慮する状態」

の「(2) 重大事故等対処施設」の「a. 建物・構築物」に基づく設計とする。

「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。 

なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物も同

様に適用する。 

(b) 機器・配管系 

「Ⅲ-１-１ 耐震設計の基本方針」の「5.1.1 耐震設計上考慮する状態」

の「(2) 重大事故等対処施設」の「b. 機器・配管系」に基づく設計とする。

「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。 

(c) 可搬型設備 

イ. 通常時の状態 

当該設備を保管している状態。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の状態 

MOX燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれがある事

故又は地震を要因とする重大事故等の状態で，対処する可搬型重大事故等

対処設備の機能を必要とする状態。 
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ハ. 設計用自然条件 

屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならない自然

条件(積雪，風)。 

b. 荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

「Ⅲ-１-１ 耐震設計の基本方針」の「5.1.2 荷重の種類」の「(2) 重

大事故等対処施設」の「a. 建物・構築物」に基づく設計とする。「重大事

故等」を「地震を要因とする重大事故等」に「地震力」を「基準地震動Ssを

1.2倍した地震力」と読み替えて適用する。 

なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物も同様

に適用する。 

(b) 機器・配管系 

「Ⅲ-１-１ 耐震設計の基本方針」の「5.1.2 荷重の種類」の「(2) 重

大事故等対処施設」の「b. 機器・配管系」に基づく設計とする。「重大事

故等」を「地震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。 

(c) 可搬型設備 

イ. 通常時に作用している荷重 

通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載

荷重とする。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。 

可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから重大事故等起因

の荷重は考慮しない。 

ハ. 基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力，積雪荷重及び風荷重 

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を考慮する。屋外に保管する設備につ

いては，積雪荷重及び風荷重も考慮する。 

c. 荷重の組合せ 

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とほかの荷重との組合せは，以下によるも

のとする。 

(a) 建物・構築物 

イ. 起因に対し発生防止を期待する設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，通常時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧)，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力

を組み合わせる。 

ロ. 対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は

対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建

物・構築物については，通常時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，
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土圧及び水圧)，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力

とを組み合わせる。 

ハ. 対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は

対処する可搬型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建

物・構築物について，通常時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土

圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び地震を要因とする重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動

の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組合せ

については，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積

等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間につい

ては対策の成立性も考慮した上で設定し，通常時に作用している荷重のう

ち，土圧及び水圧については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力，弾性設

計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及

び水圧とする。 

(b) 機器・配管系 

イ. 起因に対し発生防止を期待する設備に係る機器・配管系については，通

常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合

わせる。 

ロ. 対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，通常

時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わ

せる。 

ハ. 対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系について，通常時

に作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施

設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年

超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組合せにつ

いては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を

考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については

対策の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置される施設については，

建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

(c) 可搬型設備 

イ. 対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用している荷重と対

処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力とを組み合わ

せる。 

ロ. 対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考え方

について，保管状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。

ただし，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷
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重及び風荷重を組み合わせる。 

d. 荷重の組合せ上の留意事項 

(a) ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較して

明らかに厳しいことが判明している場合には，その他の荷重の組合せ状態で

の評価は行わないことがある。 

(b) 対処する常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の当該部分の支

持機能を確認する場合においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と通常

時に作用している荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせる。 

(c) 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設や，通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が

無視できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力との組み合わせを

考慮する。 

(d) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のう

ち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形

状及び仕様の施設においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力との組み合

わせを考慮する。 

(e) 重大事故時に生ずる荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による荷重

の組み合わせについては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力が重大事故等の

発生の要因として考慮した地震であり，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力の

荷重は重大事故等が発生する前の通常時に作用する荷重であることから，重

大事故等時に生ずる荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による荷重が

重なることはない。 

e. 許容限界  

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対す

る許容限界は，以下のとおりとする。 

(a) 起因に対し発生防止を期待する設備 

起因に対し発生防止を期待する設備となる露出した重大事故の発生を仮定

するグローブボックスは，閉じ込め機能を維持するため，パネルにき裂や破

損が生じない及び転倒しない設計とする。また，当該グローブボックスの内

装機器の落下・転倒防止機能の確保に当たっては，放射性物質(固体)の閉じ

込めバウンダリを構成する容器等を保持する設備の破損により，容器等が落

下又は転倒しない設計とする。 

上記の閉じ込め機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基

準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合

であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を

有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限す
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る値とする。それ以外を適用する場合は，起因に対し発生防止を期待する設

備の必要な機能が維持できることを確認した許容限界を設定する。 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が維持できる許容限界を適

切に設定する。 

(b) 対処する常設重大事故等対処設備 

対処する常設重大事故等対処設備の火災感知機能，消火機能，閉じ込め機

能及び支援機能の重大事故等への対処に必要な機能を維持するために確保す

る構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，塑性域

に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって

破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがな

い限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は，対処

する常設重大事故等対処設備の必要な機能が維持できることを確認した許容

限界を設定する。 

上記構造強度の許容限界のほか，消火機能の維持が必要な設備については，

その機能が維持できる許容限界を適切に設定する。 

(c) 対処する可搬型重大事故等対処設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界は，保管する対処する可搬

型重大事故等対処設備の構造を踏まえて設定する。 

対処する可搬型重大事故等対処設備の積載物支持機能及び転倒防止機能に

係る取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑

性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留ま

って破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすこと

がない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は，

対処する可搬型重大事故等対処設備の必要な機能が維持できることを確認し

た許容限界を設定する。 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能，支援機能，移動機能，積

載物支持機能及び転倒防止機能の維持が必要な設備については，その機能が

維持できる許容限界を適切に設定する。 

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備

を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管す

る建物・構築物 

起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備

を設置する建物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管す

る建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，建物・構築物

全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形

(4000μ)を考慮しても，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対
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処施設に必要な機能が維持できる設計とする。その上で十分な余裕を確保す

るため，許容限界を重大事故等対処施設の許容限界である2000μに設定とし，

起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常設重大事故等対処設備及び

対処する可搬型重大事故等対処設備に要求される機能が維持できるよう妥当

な安全余裕を有することとする。なお，許容限界の2000μを上回る部位が確

認された場合には，施設としての終局状態に至らず，機能が維持できること

を確認する。 

終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくと

き，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往

の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 

 

 

 

(2) 機能維持 

a. 建物・構築物 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に必要となる機能

のうち，建物・構築物に要求される支持機能，操作場所及びアクセスルートの

保持機能並びに保管場所の保持機能の機能維持の方針を示す。 

(a) 支持機能の維持 

機器・配管系の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は，

地震時及び地震後において，被支持設備となる地震を要因とする重大事故等

に対する重大事故等対処施設の機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを1.2倍

した地震動に対して，構造強度を確保することで，支持機能が維持できる設

計とする。 

支持機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，

耐震壁のせん断ひずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材に

生じる応力若しくはひずみが許容限界を超えない設計とすることで，機器・

配管系に対する支持機能が維持できる設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみの許

容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従する建物・構築物の部位

の健全性も確保されており，支持機能を確保できる。さらに，耐震壁以外の

建物・構築物の部位における支持機能の維持をより確実なものとする観点で，

機器・配管系の設備を間接的に支持する耐震壁以外の壁及び床スラブについ

て，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力により面内に発生する応力に対して，

支持部のコンクリートが完全に失われない状態に留まり，支持機能を損なわ

ないことを定量的に確認する。 
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また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互に干渉し

ないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設備からの反力に対し

ても十分な構造強度を確保する設計とする。 

一部で，上記許容限界を超える場合は，当該部位に対して重大事故等の対

処ができることを確認する。 

(b) 操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持 

操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求される施設は，地震

時及び地震後において，地震を要因とする重大事故等に対処するために必要

となる操作場所及びアクセスルートを保持するため，基準地震動Ｓｓを1.2倍

した地震動に対して，構造強度を確保することで，地震を要因とする重大事

故等に対処するために必要となる操作場所及びアクセスルートの保持機能が

維持できる設計とする。 

操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求される施設のうち，

鉄筋コンクリート造の施設は，耐震壁のせん断ひずみの許容限界を満足する

こと又は基礎を構成する部材に生じる応力若しくはひずみが許容限界を超え

ない設計とすることで，地震を要因として発生する重大事故等に対処するた

めに必要となる操作場所及びアクセスルートの保持機能が維持できる設計と

する。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみの許

容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従する建物・構築物の部位

の健全性も確保されており，操作場所及びアクセスルートの保持機能を確保

できる。さらに，耐震壁以外の建物・構築物の部位における操作場所及びア

クセスルートの保持機能の維持をより確実なものとする観点で，操作場所及

びアクセスルートを構成する耐震壁以外の壁及び床スラブについて，基準地

震動Ｓｓを1.2倍した地震力により面内に発生する応力に対して，床の崩落や

壁の倒壊，大規模なコンクリートの剥離に至らない状態に留まり，操作場所

及びアクセスルートが確保できることを定量的に確認する。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互に干渉し

ないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設備からの反力に対し

ても十分な構造強度を確保する設計とする。 

一部で，上記許容限界を超える場合は，当該部位に対して重大事故等の対

処ができることを確認する。 

(c) 保管場所の保持機能の維持 

保管場所の保持機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，地震を要因とする重大事故等への対処に必要となる可搬型重大事故等対

処設備の保管場所の保持機能を保持するため，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地

782



 

40 

震動に対して，構造強度を確保することで，地震を要因とする重大事故等に

対処するために必要となる保管場所の保持機能を維持する設計とする。 

保管場所の保持機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造

の施設は，耐震壁のせん断ひずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成

する部材に生じる応力若しくはひずみが許容限界を超えない設計とすること

で，地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要となる保管

場所の保持機能を維持する設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみの許

容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従する建物・構築物の部位

の健全性も確保されており，保管場所の保持機能を確保できる。さらに，耐

震壁以外の建物・構築物の部位における保管場所の保持機能の維持をより確

実なものとする観点で，保管場所を構成する耐震壁以外の壁及び床スラブに

ついて，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力により面内に発生する応力に対し

て，床の崩落や壁の倒壊，大規模なコンクリートの剥離に至らない状態に留

まり，保管場所が確保できることを定量的に確認する。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互に干渉し

ないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設備からの反力に対し

ても十分な構造強度を確保する設計とする。 

一部で，上記許容限界を超える場合は，当該部位に対して重大事故等の対

処ができることを確認する。 

b. 機器・配管系 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に必要となる機能

のうち，機器・配管系に要求される火災感知機能及び支援機能については，

「5.2.1(1) 構造強度」に基づく構造強度を確保することで，当該機能が維持

できる設計とする。 

消火機能については，「5.2.1(1) 構造強度」に基づく構造強度を確保する

とともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて，動的機能を維持する

設計とする。 

閉じ込め機能については，「5.2.1(1) 構造強度」に基づく構造強度を確保

するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて，閉じ込め機能が

維持できることを確認する。 

動的機能維持及び閉じ込め機能維持の機能維持の方針を以下に示す。 

(a) 動的機能維持 

消火機能として動的機能維持が要求される設備は，地震時及び地震後にお

いて，その設備に要求される機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを1.2倍し

た地震力に対して，要求される動的機能が維持できることを試験又は解析に
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より確認することで，動的機能を維持する設計とする，若しくは応答加速度

による解析等により動的機能を維持する設計とする。 

動的機能が要求される弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該

機器を支持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは，当該配

管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むこととする。実証試験等

により確認されている機能維持加速度を超える場合には，詳細検討により機

能維持を満足する設計とする。 

(b) 閉じ込め機能の維持 

閉じ込め機能の維持が要求される設備は，地震時及び地震後において，放

射性物質を限定された区域に閉じ込めるため，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地

震力に対して，「5.2.1(1) 構造強度」を確保することで，閉じ込め機能が

維持できる設計とする。 

閉じ込め機能が要求されるグローブボックスは，地震時及び地震後におい

て，グローブボックスに要求される安全機能を維持するため，基準地震動Ｓ

ｓを1.2倍した地震力に対して，要求される閉じ込め機能が維持できることを

試験又は解析により確認し，閉じ込め機能が維持できる設計とする。 

c. 可搬型設備 

可搬型重大事故等対処設備は，構造上の特徴を踏まえた設備分類に基づいて

機能維持の方針を示す。 

(a) 車両型設備 

車両型設備の転倒防止機能については，当該機能が要求される各施設の特

性に応じて，転倒防止機能が維持できることを確認する。 

車両型設備の送水機能は，当該機能が要求される各施設の特性に応じて動

的機能を維持する設計とする。 

車両型設備の移動機能については，当該機能が要求される各施設の特性に

応じて，移動機能が維持できることを確認する。 

車両型設備の支援機能は，「5.2.1(1) 構造強度」に基づく構造強度を確

保することで，当該機能が維持できる設計とする。 

車両型設備の積載物支持機能については，「5.2.1(1) 構造強度」に基づ

く構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じ

て，積載物支持機能が維持できることを確認する。 

転倒防止機能，動的機能，移動機能及び積載物支持機能の機能維持の方針

を以下に示す。 

イ. 転倒防止機能の維持 

ポンプ等の機器を積載している車両全体は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した

地震力に対し，保管場所の地表面の最大応答加速度が，加振試験により転
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倒しないことを確認した加振台の最大加速度以下であることにより確認し，

転倒防止機能が維持できる設計とする。 

ロ. 動的機能維持 

送水機能として動的機能が要求される車両に積載しているポンプ，内燃

機関等の回転機器は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，保管場所

の地表面の最大応答加速度が，地震力に伴う浮き上がりを考慮しても，加

振試験により，動的機能を維持できることを確認した加振台の最大加速度

以下であることにより確認し，送水機能が維持できる設計とする。実証試

験等により確認されている機能維持加速度を超える場合には，詳細検討に

より機能維持を満足する設計とする。 

ハ. 移動機能の維持 

移動機能が要求される車両部は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対

し，保管場所の地表面の最大応答加速度が，地震力に伴う浮き上がりを考

慮しても，加振試験により車両型設備としての自走又は牽引等による移動

機能を維持できることを確認した加振台の最大加速度以下であることによ

り確認する。 

ニ. 積載物支持機能の維持 

積載物支持機能が要求される車両部の積載物の支持部の取付ボルトは，

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，加振試験にて得られる応答加

速度において，「5.2.1(1) 構造強度」を確保することで，積載物支持機

能が維持できる設計とする。積載物支持機能が要求される車両部は，保管

場所の地表面の最大応答加速度が，地震力に伴う浮き上がりを考慮しても，

加振試験により積載物の支持機能を維持できることを確認した加振台の

最大加速度以下であることにより確認する。 

(b) その他設備 

その他設備は，「5.2.1(1)構造強度」で設定している耐震設計上考慮する

状態，荷重の種類，荷重の組合せを踏まえ，以下の構造とする。 

・収納箱拘束保管 

緩衝材を内装した箱に収納し，収納箱を収納ラック又は架台にスリング

等で固縛する。 

・ボルト固定保管 

床にボルト等で固定し保管する。 

・本体固縛保管設備 

床にスリング等で固縛し保管する。その他設備に使用しているスリング

等は，基準地震動の1.2倍した地震力に対し，対象設備の重心高さを考慮し

てスリング等の設置位置を設定するとともに，保管場所の床面の最大加速
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度によりスリング等が受ける荷重を考慮して選定を行う。スリング等の支

持機能については保管状態を模擬した加振試験により確認する。 

 

その他設備は，重大事故等に対し，地震後においても，保管状態を含めた

機器全体としての固縛の安定性及び重大事故等に対処するために必要な計測，

給電等の機能を維持するために，水位，圧力等を計測する機能，必要な負荷

へ給電する機能等を有する設備を床にボルトで固定した架台又は収納ラック

に保管又は壁等にスリング等で固縛する設計とする。 

その他設備は，地震後において他の対処する可搬型重大事故等対処設備を

含む他の設備からの機械的な波及的影響により，重大事故等に対処するため

に必要な計測，給電等の機能が損なわれないよう，適切に保管する設計とす

る。 

また，地震時において他の対処する可搬型重大事故等対処設備に悪影響を

及ぼさないように，適切に固縛する設計とする。 

その他設備の転倒防止機能については，各保管方法の特徴を踏まえ，

「5.2.1(1) 構造強度」に基づく構造強度を確保する又は当該機能が要求さ

れる各施設の特性に応じて，転倒防止機能が維持できることを確認する。 

その他設備の閉じ込め機能及び支援機能は，当該機能が要求される各施設

の特性に応じて動的機能及び電気的機能を維持する設計とする。 

転倒防止機能，動的機能及び電気的機能の機能維持の方針を以下に示す。 

イ. 転倒防止機能の維持 

収納箱に収納し，床又は壁にボルトで固定した収納ラック又は架台にス

リングで固縛する対処する可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓ

を1.2倍した地震力に対し，保管場所における設置床又は地表面の最大応答

加速度が，加振試験により転倒を防止するために設置しているスリング等

の健全性を確認した加振台の最大加速度以下であることにより確認する。 

対処する可搬型重大事故等対処設備の本体を直接スリングで固縛又はボ

ルトで固定し保管する設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，

保管場所における設置床又は地表面の最大応答加速度が，加振試験により

転倒を防止するために設置しているスリング等の健全性を確認した加振台

の最大加速度以下であることにより確認する。 

ロ. 動的機能維持 

閉じ込め機能及び支援機能として動的機能が要求される設備は，基準地

震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，保管場所における設置床又は地表面の

最大応答加速度が，加振試験により動的機能及びスリング等の固縛機能を

維持できることを確認した加振台の最大加速度以下であることにより確認
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する。実証試験等により確認されている機能維持加速度を超える場合には，

詳細検討により機能維持を満足する設計とする。 

ハ. 電気的機能維持 

閉じ込め機能及び支援機能として電気的機能が要求される設備は，基準

地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，保管場所における設置床又は地表面

の最大応答加速度が，加振試験により電気的機能及びスリング等の固縛機

能を維持できることを確認した加振台の最大加速度以下であることにより

確認する。実証試験等により確認されている機能維持加速度を超える場合

には，詳細検討により機能維持を満足する設計とする。 

 

5.2.2 機能維持における耐震設計上の考慮事項 

「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」を踏まえ，地震を要因とする重大事

故等に対する重大事故等対処施設の機能維持における耐震設計上の考慮事項を以

下に示す。なお，可搬型重大事故等対処設備の設計方針については，当該設備の

申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

(1) 設計用地震力 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設における設計用地震

力は，「4. 基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力の設定」にて設定した動的地震動

を用いる。  
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第5.2.2-1表 設計用地震力 

種別 

＊1 

設備分類 

施設区分 

水平 鉛直 摘要 

建物・ 

構築物 
① 

基準地震動Ｓｓの 

1.2倍 

基準地震動Ｓｓの 

1.2倍 

荷重の組合せは，組

合せ係数法又は二乗

和平方根(SRSS)法に

よる。 

機器・ 

配管系 
② 

基準地震動Ｓｓの 

1.2倍 

基準地震動Ｓｓの 

1.2倍 

荷重の組合せは，二

乗和平方根(SRSS)法

又は絶対値和法によ

る。 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設並びに対処する可搬型

重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設 

②：起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等

対処設備 
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(2) 構造強度 

a. 構造強度上の制限 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計につい

ては，「5.2.1 機能維持の基本方針」の「(1) 構造強度」に示す考え方に基

づき，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力が加わった場合，これらに生じる応力

とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界以下とする。 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，地震を要因とする重大事故等に

対する重大事故等対処施設に要求される機能が維持できるように十分に余裕を

見込んだ値又は重大事故等に対処するための機能が維持できる値とする。 

建物・構築物は，終局状態(耐震壁のせん断ひずみ度が4000μ)に対して十分

な裕度を確保するため，原則として許容限界を重大事故等対処施設の許容限界

である2000μ以下に留まる設計とし，一部で2000μを超える場合は，当該部位

に対して重大事故等の対処ができることを確認する。 

機器・配管系は，原則として，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し，塑

性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まっ

て破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがな

い限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は，当該設

備の必要な機能が維持できることを確認する。 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，第

5.2.2-2表に示すとおりとする。 

機器・配管系の基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震動のみによる疲労解析に用い

る等価繰返し回数は，設備ごとに個別に設定した値を用いる。 

 

また，建物・構築物(土木構造物を除く)の支持性能が必要となる施設の基礎

地盤については，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤

の支持力又は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計とする。 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風荷重

を組み合せる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第5.2.2-1図に示す。積雪荷

重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さ

い施設，又は埋設構造物等通常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる

施設を除き，地震力と組み合わせる。また，風荷重については，屋外に設置さ

れている施設のうち，コンクリート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風

荷重の影響が地震力と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様

の施設においては，地震力と組み合わせる。第5.2.2-3表に施設の区分ごとの，

積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。  
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第5.2.2-2表 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設 

荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

 

＊2 

設備分類 

施設区分 

＊1 

荷重の組合

せ 

許容限界 

建物・構築物 基礎地盤の支持性能 

建物・

構築物 
① 

Ｄ＋Ｌ＋Ａ

＋1.2Ｓｓ 

要求機能が維持され

ることとする。 

地盤の極限支持力度に対して妥

当な安全余裕を持たせる。 

注記 ＊1：本表で用いられている記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

Ａ ：重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き

起こされるおそれのある事象による荷重，又は重大事故等時の状態で

施設に作用する荷重のうち長期的な荷重 

1.2Ｓｓ：基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力 

＊2：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設 

(2) 機器・配管系 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重(自重) 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

ＰＳＡＤ：重大事故等時の状態における運転状態等を考慮して当該設備に設計上

定められた設計圧力による荷重 

ＭＳＡＤ：重大事故等時の状態における運転状態等を考慮して当該設備に設計上

定められた機械的荷重 

1.2Ｓｓ：基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力 

Ｓｙ：設計降伏点 「JSME S NC1」付録材料図表Part5表8に規定される値 

Ｓｕ：設計引張強さ  「JSME S NC1」付録材料図表Part5表9に規定される

値 

Ｓｍ：設計応力強さ  「JSME S NC1」付録材料図表Part5表1に規定される

値 

Ｓ：許容引張応力 「JSME S NC1」付録材料図表Part5表5又は表6に規定

される値 

Ｆ：「JSME S NC1」SSB-3121.1(1)により規定される値 

Ｆ＊：「JSME S NC1」SSB-3121.3の規定により，SSB-3121.(1)a.における  
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Ｓｙ及びＳｙ(RT)を1.2Ｓｙ及び1.2Ｓｙ(RT)に読み替えた値 

ｆｔ：許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S NC1」

SSB-3121.1により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131により規定される値 

ｆｓ：許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S NC1」

SSB-3121.1により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131により規定される値 

ｆｃ：許容圧縮応力  支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S 

NC1」SSB-3121.1により規定される値 

ｆｂ：許容曲げ応力  支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S 

NC1」SSB-3121.1により規定される値 

ｆｐ：許容支圧応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S NC1」

SSB-3121.1により規定される値 

ｆｔ
*，ｆｓ

*，ｆｃ
*，ｆｂ

*，ｆｐ
*： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に「JSME S NC1」SSB-

3121.1(1)a.本文中「Ｓｙ」及び「Ｓｙ(RT)」とあるのを「1.2Ｓｙ」及び「1.2

Ｓｙ(RT)」と読み替えて算出した値(「JSME S NC1」SSB-3121.3及びSSB-3133)。

ただし，支持構造物の上記ｆｔ～ｆｐ
＊においては，「JSME S NC1」SSB-

3121.1(1)a のＦ値はＳｙ及び0.7Ｓｕのいずれか小さい方の値。また，使用温

度が40℃を超えるオーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金にあ

っては，1.35Ｓｙ，0.7Ｓｕ又はＳｙ(RT)のいずれか小さい方の値。なお，Ｓｙ

(RT)は40℃における設計降伏点の値。 

 

なお，上記において「JSME S NC1」付録材料図表Part5表1，表5，表6，

表8及び表9に値の記載がない場合は，「Ⅴ－２ 強度計算方法」における

添付‐１「容器等の材料及び構造に関する設計の基本方針」に定められた

値を準用することとする。 

 

ＴＬ：形式試験により支持構造物が破損するおそれのある荷重(N)（同一仕様

につき3個の試験の最小値又は1個の試験の90%） 

Ｓｙｄ: 最高使用温度における設計降伏点  

「JSME S NC1」付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

Ｓｙｔ: 試験温度における設計降伏点  

「JSME S NC1」付録材料図表Part5 表8 に規定される値 

ＡＳＳ: オーステナイト系ステンレス鋼 

ＨＮＡ: 高ニッケル合金 
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a. 容器 

荷重の 

組合せ 

許容限界＊1＊3 

一次一般

膜応力 

一次膜応力＋

一次曲げ応力 

一次＋ 

二次応力 

一次＋二次 

＋ピーク応力 

Ｄ＋ 

Ｐｄ＋Ｍｄ 

＋1.2ＳＳ 

0.6Ｓｕ 
左欄の 1.5倍

の値 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震動のみによる疲労解析を

行い，疲労累積係数が 1.0以

下であること。ただし，地震

動のみによる一次＋二次応力

の変動値が 2Ｓｙ以下であれば

疲労解析は不要。＊2 

Ｄ＋ 

ＰＳＡＤ＋ＭＳＡＤ 

＋1.2ＳＳ 

注記＊1：座屈に対する評価が必要な場合には，クラスMC容器の座屈に対する

計算式による。 

＊2：2Ｓｙを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，「JSME S NC1」

PVB-3300(PVB-3313を除く。Ｓｍは2/3Ｓｙと読み替える。)の簡易

弾塑性解析を用いる。 

＊3：表に示す許容限界以外の許容限界を設定する場合は，地震を要因と

する重大事故に対して必要となる機能が維持できる許容限界を適

切に設定する。 
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b. 配管系 

(配管) 

荷重の 

組合せ 

許容限界＊2 

一次一般 

膜応力 

一次応力 

(曲げ応力

を含む。) 

一次＋ 

二次応力 

一次＋ 

二次＋ 

ピーク応力 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ 

＋1.2ＳＳ 

0.6Ｓｕ 
左欄の 1.5

倍の値 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震動のみによる疲労解析を

行い，疲労累積係数が 1.0以

下であること。ただし，地震

動のみによる一次＋二次応力

の変動値が 2Ｓｙ以下であれ

ば疲労解析は不要。＊1 

Ｄ＋ＰＳＡＤ 

＋ＭＳＡＤ 

＋1.2ＳＳ 

 

注記＊1：2Ｓｙを超える場合は弾塑性解折を行う。この場合，「JSME S NC1」

PPB-3536(1)，(2)，(4)及び(5) (ただし，Ｓｍは2/3Ｓｙと読み替

える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

＊2：表に示す許容限界以外の許容限界を設定する場合は，地震を要因と

する重大事故に対して必要となる機能が維持できる許容限界を適

切に設定する。 

 

(ダクト) 

荷重の 

組合せ 

許容限界 

一次一般 

膜応力 

一次応力 

(曲げ応力

を含む。) 

一次＋ 

二次応力 

一次＋ 

二次＋ 

ピーク応力 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ 

＋1.2ＳＳ 
地震時の加速

度及び相対変

位に対し機能

が保たれるよ

うサポートの

スパン長を最

大許容ピッチ

以下に確保す

ること。 

― ― ― Ｄ＋ＰＳＡＤ 

＋ＭＳＡＤ 

＋1.2ＳＳ 
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c. 弁(弁箱) 

荷重の 

組合せ 

許   容   限   界 

一次一般 

膜応力 

一次応力 

(曲げ応力

を含む。) 

一次＋ 

二次応力 

一次＋ 

二次＋ 

ピーク応力 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ 

＋1.2ＳＳ 

―＊ Ｄ＋ＰＳＡＤ 

＋ＭＳＡＤ 

＋1.2ＳＳ 

注記＊：弁の肉厚が接続配管と同等の場合で，特に大きな駆動部を有する電

動弁，空気作動弁については，「JSME S NC1」VVB-3300の評価を行

う。ただし，地震時に過大な応力の発生を防ぐ処置が講じられてい

るものは，この限りではない。 
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d. 支持構造物 

荷重の組合せ 

許容限界(ボルト等を除く。)＊1,＊2,＊3,＊9 
許容限界＊2,＊4 

(ボルト等) 

形式試験に 

よる場合 

一  次  応  力 一 次 ＋ 二 次 応 力 一 次 応 力 

許容荷重 
引張 

せん

断 
圧縮 曲げ 支圧 

引張 

圧縮 

せん

断 
曲げ 支圧 座屈＊5 引張 せん断 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ 

＋1.2Ｓｓ 
1.5ft 1.5fs 1.5fc 1.5fb 1.5fp 

 

3ft 

＊6 

3fs 

＊7 

3fb 

＊8 

1.5fp 

＊7 

＊8 

1.5fb 

1.5fs 

又は 

1.5fc 

1.5ft 

(ft) 

1.5fs 

(fs) 
Ｔ

L
･
1

2
･
Ｓ

yd

Ｓ
yt

 

Ｄ＋ＰＳＡＤ 

＋ＭＳＡＤ 

＋1.2Ｓｓ 

1.5ft
* 1.5fs

* 1.5fc
* 1.5fb

* 1.5fp
* 

＊8 

1.5fp
* 

1.5ft
*  

(1.5ft) 

1.5fs
* 

(1.5fs) 
Ｔ

L
･0.6･

Ｓ
yd

Ｓ
yt

 

注記 ＊1：「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」((社)日本建築学会，2005改定)等の幅厚比の制限を満足させる。 
＊2：応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。 
＊3：Ｓクラスで耐圧部に溶接等により直接取り付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解析を行うものについては耐

圧部と同じ許容応力とする。 
＊4：コンクリートに埋込まれるアンカボルトで地震応力の占める割合が支配的なものであって，トルク管理，材料の照合等を行

わないものについては，材料の品質，据付状態等のゆらぎ等を考慮して( )内の値を用いて応力評価を行う。 
＊5：薄肉円筒形状のものの座屈の評価にあっては，クラス MC容器の座屈に対する評価式による。 
＊6：すみ肉溶接部にあっては最大応力に対して 1.5fsとする。 
＊7：「JSME S NC1」SSB-3121.1(4)により求めた fbとする。 
＊8：自重，熱膨張等により通常時に作用している荷重に，地震動による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について

評価する。 
＊9：表に示す許容限界以外の許容限界を設定する場合は，地震を要因とする重大事故に対して必要となる機能が維持できる許容

限界を適切に設定する。 
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e. 埋込金物 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設における埋込金物

は，「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の「第3.1-2表(2)f. 埋込金物」

によるものとし，「Ｓｓ」を「1.2Ｓｓ」と読み替えて適用する。 

なお，「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の「第3.1-2表(2)f. 埋込

金物」に示す許容限界以外の許容限界を設定する場合は，地震を要因とする重

大事故に対して必要となる機能が維持できることを確認する。 

(3) 可搬型設備 

可搬型設備の荷重の組合せ及び許容限界については，対処する可搬型事故等対

処設備の申請に合わせて次回以降で申請する。 

(4) 地盤 

 

＊2 

設備分類 

施設区分 

＊1 

荷重の組合せ 
許容限界 

基礎地盤 ① Ｄ＋Ｌ＋1.2Ｓｓ 
極限支持力度に対して妥当な安全余

裕を持たせる。 

注記 ＊1：本表で用いられている記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

1.2Ｓｓ：基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力 

＊2：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設  
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第5.2.2-3表 地震力と積雪荷重及び風荷重の組合せ 

(1) 考慮する荷重の組合せ 

施設 施設の配置 
荷重 

積雪荷重 風荷重 

建物・構築物 屋外 〇＊1 〇＊2 

機器・配管系 

屋内 － － 

屋外 〇＊1 〇＊2 

注記 ＊1：積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設構造物等通常時の

荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除く。 

＊2：屋外に設置されている施設のうち，コンクリート構造物等の自

重が大きい施設を除く。 

(2) 検討対象の施設・設備 

施設 
施設・設備 

風荷重＊ 積雪荷重＊ 

建物・構築物 ― ・燃料加工建屋 

機器・配管系 ― ― 

注記 ＊：組み合わせる荷重は，「Ⅴ－１－１－１ 加工施設の自然現

象等による損傷の防止に関する説明書」に基づくものとし，

積雪荷重については，六ヶ所村統計書における観測記録上の

極値190cmに，「建築基準法施行令」第八十二条に定めると

ころの建築基準法の多雪区域における積雪荷重と地震荷重の

組合せを適用して，平均的な積雪荷重を与えるための係数

0.35を考慮した積雪荷重を組み合わせる。 

また，風荷重については，「Ｅの数値を算出する方法並び

にＶＤ及び風力係数を定める件」(平成12年5月31日建設省告

示第1454号)に定められた六ヶ所村の基準風速34m/sを用いて

求める荷重を組み合わせる。 
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第5.2.1-1図 積雪荷重及び風荷重設定フロー  

798



 

56 

(3) 機能維持 

a. 建物・構築物  

(a) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を支持する機能の維持が要求される施設は，上記

「5.2.1 (2) a. (a)支持機能の維持」の考え方に基づき設計する。 

(b) 操作場所及びアクセスルートの保持機能 

操作場所及びアクセスルートの保持機能は，上記「5.2.1 (2) a. (b) 操作

場所及びアクセスルートの保持機能」の考え方に基づき設計する。 

(c) 保管場所の保持機能 

対処する可搬型重大事故等対処設備に係る保管場所の保持機能は，上記

「5.2.1 (2) a. (c) 保管場所の保持機能」の考え方に基づき設計する。 

b. 機器・配管系 

(a) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，「5.2.1 (2) b. (a) 動的機能維持」の考

え方に基づき，地震時及び地震後において，その機器に要求される機能を維

持するため，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，その機能種別を

踏まえ，対処する常設重大事故等対処設備の弁について，機能維持を満足す

る設計とする。 

動的機能が要求される設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し

て，「Ⅲ―1－1－8 機能維持の基本方針」の「4.(2)a.(a) 動的機能維持」

と同様の設計を行うことで，機能維持を満足する設計とする。 

(b) 閉じ込め機能の維持 

閉じ込め機能の維持が要求される施設は，上記「5.2.1 (2) b. (b)閉じ込

める機能の維持」の考え方に基づき設計する。 

 

6. 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処設備のその他耐震設計に係る事

項 

6.1 準拠規格 

準拠する規格は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「2.2 準拠規格」を適用

する。 

 

6.2 波及的影響に対する考慮 

6.2.1 建物・構築物及び機器・配管系 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，建物・構築

物及び機器・配管系は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を考慮しない施設の波

及的影響によって，その安全機能を損なわない設計とする。ここで，基準地震動
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Ｓｓを1.2倍した地震力を考慮しない施設とは，上記「3.3 地震を要因とする重

大事故等に対する重大事故等対処施設の対象」で示す地震を要因とする重大事故

等に対する重大事故等対処施設以外の施設をいう。 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，建物・構築

物及び機器・配管系に関する波及的影響の評価に当たって考慮する事項は，「Ⅲ

－１－１ 耐震設計の基本方針」の「3.3 波及的影響に対する考慮」及び「Ⅲ－

１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」によるものとし，「耐震重要施設」を

「地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設」に，「耐震重要度

の下位のクラスに属する施設」を「基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を考慮しな

い施設」に，「安全機能」を「地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等

対処施設に要求される機能」に読み替えて適用する。 

ただし，波及的影響の評価対象とする下位クラス施設の耐震設計方針のうち，

「設計用地震動又は地震力」及び「許容限界」は以下に基づき設計する。 

(1) 設計用地震動又は地震力 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，建物・構築

物及び機器・配管系に関する波及的影響の評価に当たっては，「4. 基準地震動

Ｓｓを1.2倍した地震力の設定」に示す地震動又は地震力を適用する。設定した地

震動又は地震力について，水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場

合に影響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。この場合に，波及

的影響評価における許容限界については，以下の考え方を原則とする。 

(2) 許容限界 

a. 建物・構築物 

建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，基準地震動Ｓｓを

1.2倍した地震力を考慮しない施設の相対変位等による波及的影響を防止する

場合は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を考慮しない施設と地震を要因と

する重大事故等に対する重大事故等対処施設との距離を基本として許容限界を

設定する。 

また，施設の構造を保つことで，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を考慮し

ない施設の損傷，転倒及び落下を防止する場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁

の最大せん断ひずみに対してJEAG4601-1987 に基づく終局点に対応するせん断

ひずみ，部材に発生する応力に対して終局耐力又は「建築基準法及び同施行令」

に基づく層間変形角の評価基準値を基本として許容限界を設定する。 

b. 機器・配管系 

機器・配管系について，施設の構造を保つことで，基準地震動Ｓｓを1.2倍し

た地震力を考慮しない施設の接続部における相互影響並びに損傷，転倒及び落

下を防止する場合は，評価部位が塑性域に達するひずみ生じた場合であっても，
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その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していること

に相当する許容限界を設定する。それ以外を適用する場合は防護対象となる重

大事故等対処施設の機能が維持できることを個別に示す。 

機器・配管系の動的機能維持を確保することで，基準地震動Ｓｓを1.2倍した

地震力を考慮しない施設の接続部における相互影響を防止する場合は，機能確

認済加速度を許容限界として設定する。 

配管については，配管耐震評価上影響のある基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震

力を考慮しない配管を基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を考慮する配管に含

めて構造強度設計を行う。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，基準地震動Ｓｓを1.2倍し

た地震力を考慮しない施設の転倒等に伴い発生する荷重により，基準地震動Ｓ

ｓを1.2倍した地震力を考慮する施設の評価部位が塑性域に達するひずみが生

じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な

余裕を有していること，また，転倒した基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を考

慮しない施設と地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設との

距離を許容限界として設定する。 

 

6.2.2 可搬型設備 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設のうち，可搬型重大

事故等対処設備は，隣接する周辺機器等の波及的影響によって，その安全機能を

損なわない設計とする。また，「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備

の設計方針」の対象となる可搬型重大事故等対処設備においても，隣接する周辺

機器等から波及的影響によって，その機能を損なわない設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「3.3 波

及的影響に対する考慮」及び「Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」に

て考慮する4つの観点について，同様に考慮する。 

(1) 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

a. 地盤の不等沈下による影響 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，地震による影響(周辺構造物

の倒壊や周辺斜面の崩壊，道路面のすべり，液状化及び揺すり込みによる不等

沈下，地盤支持力の不足並びに地下構造物及び水路等の損壊等）を受けない場

所に保管することから，地盤の不等沈下による影響による波及的影響を及ぼす

施設はない。 

b. 建屋間の相対変位による影響 

可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であること，建屋間に渡って保管は

しないことから，建屋間の相対変位による影響による波及的影響を及ぼす施設
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はない。 

(2) 接続部の観点による設計 

可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから接続部における相互影

響の観点で波及的影響を及ぼす施設はない。 

(3) 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の設計 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，地震により周辺機器の損傷，転

倒及び落下が生じることにより，屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備が損

傷する可能性がある場合には，可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地

震力に対して，周辺機器の主要構造部材，支持部及び吊り具等の評価を実施する。 

評価は，「6.2.1 建物・構築物及び機器・配管系」同様に評価する。 

ただし，設計用地震動又は地震力は，可搬型重大事故等対処設備が保管される

場所の設計用地震動又は地震力とする。 

「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針」の対象となる可

搬型重大事故等対処設備に係る設計用地震動又は地震力は，「Ⅴ－１－１－４－

２ 重大事故等対処設備の設計方針」に示す設計用地震動又は地震力を用いる。 

また，屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，当該設備が，隣接する他

の可搬型重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼさない設計とする。 

 

(4) 損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施設の設計 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，地震により周辺機器の損傷，転

倒及び落下が生じることにより，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備が損

傷する可能性がある場合には，可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地

震力に対して，周辺機器の主要構造部材，支持部及び吊り具等の評価を実施する。 

評価は，「6.2.1 建物・構築物及び機器・配管系」同様に評価する。 

ただし，設計用地震動又は地震力は，可搬型重大事故等対処設備が保管される

場所の設計用地震動又は地震力とする。 

「Ⅴ－１－１－４－２－１ 重大事故等対処設備の設計方針」の対象となる可

搬型重大事故等対処設備に係る設計用地震動又は地震力は，「Ⅴ－１－１－４－

２－１ 重大事故等対処設備の設計方針」に示す設計用地震動又は地震力を用い

る。 

また，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，当該設備が，隣接する他

の可搬型重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼさない設計とする。 
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6.3 構造計画と配置計画 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画

に際しては，地震の影響が軽減されるように考慮する。 

(1) 建物・構築物 

建物・構築物は，建物・構築物に生じる変形等の地震影響によって，コンクリ

ートが大規模に失われることがなく，地震を要因とする重大事故等に対する重大

事故等対処施設の支持ができるとともに，アクセスルートが確保されることによ

り，地震を要因とする重大事故等に対処することができる設計とする。 

基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，せん断ひずみ度(層の変形）が建

物の終局状態(4000μ）以下に留まるよう以下の設計とする。 

・床スラブは，概ね弾性設計に留まる設計とする。 

・耐震壁及び耐震壁以外の壁は，せん断ひずみ度(層の変形）に追従できるよう

な強度(コンクリート強度，鉄筋量)を有する設計とする。 

・建物の変形に伴うひび割れにより大規模なコンクリートの剥離が発生しない

よう，応力が集中する開口部や壁端部は，補強筋を配してひび割れを抑制する

設計とする。 

・耐震壁以外の壁については，層の変形に伴い耐震壁以外の壁に生じるせん断応

力度に対して追従することが可能な設計とする。 

上記の設計方針を踏まえ，建物・構築物は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方

針」の「6. 構造計画と配置計画」及び「Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択

上の留意点」に基づき設計する。 

なお，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「6. 構造計画と配置計画」に

おいて，燃料加工建屋周辺の地下水位を低下させるため，基準地震動Ｓｓに対し

て機能が維持できることを確認した安全機能を有する施設として地下水排水設備

を設置することとしている。 

MOX燃料加工施設における地震を要因とする重大事故等への対処のうち，火災

の感知，消火，外部への放出経路の遮断までの対処は，地震発生後20分で対処が

完了することから，地下水位の上昇の影響を考慮する必要はないが，事故の収束

後の核燃料物質等の回収及び閉じ込める機能の回復の対処を行う際に地下水位を

低下させることが必要となる。これを踏まえて，地下水排水設備のうち，代替え

対応ができない静的構造物であるサブドレン管，集水管，サブドレンピット及び

サブドレンシャフトについては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を考慮した

設計とする。また，地下水排水設備のポンプが機能喪失した場合は，地下水位が

基礎スラブ上端まで達する水位上昇時間内に資機材として配備する可搬型の排水

ポンプ(付属ケーブル含む），排水用ホース及びポンプ駆動用の発電機により地下

水の排水を実施する。これらの資機材を配備すること及び地下水を可搬型の排水
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ポンプにより排水する手順を保安規定に定めて，管理する。 

なお，可搬型の排水ポンプ(付属ケーブル含む），排水用ホース及びポンプ駆動

用の発電機は，基準地震動Ｓｓ時に機能を期待するサブドレンポンプ，排水管，

非常用電源設備と地震による共通要因故障が生じない設計とする。 

また，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する第１保管庫・貯水所及び

第２保管庫・貯水所においても，燃料加工建屋と同様の対応を実施する。 

(2) 機器・配管系 

機器・配管系は，建物・構築物に生じる変形等の地震影響によって，地震を要

因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設が破損せず，基準地震動Ｓｓを

1.2倍した地震力に対し，重大事故等対処施設に必要となる機能を損なわれない

設計とする。 

上記の設計方針を踏まえ，機器・配管系は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方

針」の「6. 構造計画と配置計画」及び「Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択

上の留意点」に基づき設計する。 

また，機器・配管系は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって生じる建物

の状態等を考慮し，以下の設計とする。 

・重量の大きい機器は，原則，床面又は天井面から支持する構造とする。壁から

支持する場合は，建物の状態等を考慮し，発生する応力に対して機器が支持で

きる設計とする。 

・配管系は，応力集中が生じないような全体バランスのとれた敷設経路及び支持

計画とし，系全体の強度設計の裕度を向上させ，複数の支持構造物で支持する

ことにより冗長性を有する設計とする。 

(3) 可搬型設備 

可搬型設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して損傷せず，重大事故

等対処に必要な機能が損なわないことが要求される。 

可搬型設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事

故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時に機能喪失しない

よう，位置的分散を考慮した設計とする。 

具体的な設計方針については，可搬型設備の申請時に示す。 

 

6.4 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に係る地震による周辺斜

面の崩壊に対する設計方針は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「7. 地震に

よる周辺斜面の崩壊に対する設計方針」に基づく設計とする。 
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6.5 ダクティリティに関する考慮 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設に係るダクティリティに

関する考慮は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「8. ダクティリティに関す

る考慮」及び「Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点」に基づく設計とす

る。 

 

6.6 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系の支持については「Ⅲ－１－１－10 機器の耐震支持方針」，「Ⅲ－

１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持

方針」及び「Ⅲ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支持方針」に基づいて耐震

設計を行う。ただし，起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故

等対処設備の支持構造においては，「4. 基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力の設定」

に示すよう，耐震設計において設備の裕度を確保する設計とすることを踏まえ，支持

構造において，基準地震動Ｓｓを 1.2倍した地震力によって建物・構築物に生じる変

形等の地震影響を評価し，設備の支持力が確保されることを確認した上で埋込金物を

用いる設計とする。 
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補足説明すべき項目の抽出
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙５①

補足すべき事項

1

第1章　共通項目
8.  設備に対する要求
8.2   重大事故等対処設備
8.2.1   重大事故等対処設備に対する設計方針
MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，重大事故の発生を防
止するために，また，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止するため，及びMOX
燃料加工施設を設置する事業所（再処理事業所）外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するため
に，重大事故等対処設備を設けるとともに，必要な運用上の措置等を講ずる設計とする。

2
重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件を考慮した上で期待する機能が発揮できる設計
とする。また，重大事故等対処設備が機能を発揮するために必要な系統(供給源から供給先まで，経路
を含む。)にて構成する。

3

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するために必
要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設と共用することにより安全性が向上し，か
つ，MOX燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設計とする。重大事故
等対処設備を共用する場合には，再処理施設の重大事故等への対処を考慮した個数及び容量を確保す
る。また，同時に発生する再処理施設の重大事故等による環境条件の影響について考慮する。

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するために
必要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設と共用することにより安全性が向上
し，かつ，MOX燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設計とする。
重大事故等対処設備を共用する場合には，再処理施設の重大事故等への対処を考慮した個数及び容量
を確保する。また，同時に発生する再処理施設の重大事故等による環境条件の影響について考慮す
る。

4

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外部からの影響による機能
喪失の要因となる事象(以下「外的事象」という。)を要因とする重大事故等に対処するものについて，
常設のものと可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外部からの影響による機
能喪失の要因となる事象(以下「外的事象」という。)を要因とする重大事故等に対処するものについ
て，常設のものと可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。

5

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち常設のものをいう。また，常設重大事故等対処
設備であって耐震重要施設に属する安全機能を有する施設が有する機能を代替するものを「常設耐震重
要重大事故等対処設備」，常設重大事故等対処設備であって常設耐震重要重大事故等対処設備以外のも
のを「常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備」という。
可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち可搬型のものをいう。

【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
(1)常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち常設のものをいう。
(2)常設重大事故等対処設備であって耐震重要施設に属する安全機能を有する施設が有する機能を代
替するものを「常設耐震重要重大事故等対処設備」，常設重大事故等対処設備であって常設耐震重要
重大事故等対処設備以外のものを「常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設
備」という。
(3)可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち可搬型のものをいう。
・重大事故等対処設備の設備分類の一覧を示す。

※各回次にて重大事故等対処設備が申請されるごとに一覧を拡充する。

7

8.2.2   共通要因故障に対する考慮等
(1)　共通要因故障に対する考慮
重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計とする。共通要因としては，重大事故等におけ
る条件，自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響及び事業(変更)許可を受けた設計基準事故におい
て想定した条件より厳しい条件を要因とした事象を考慮する。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮】
重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計とする。共通要因としては，重大事故等にお
ける条件，自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響及び事業(変更)許可を受けた設計基準事故に
おいて想定した条件より厳しい条件を要因とした事象を考慮する。

8
共通要因のうち重大事故等における条件については，想定される重大事故等が発生した場合における温
度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮する。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮】
共通要因のうち重大事故等における条件については，想定される重大事故等が発生した場合における
温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮する。

9

共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火
山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せについては，地
震，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を考慮する。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮】
共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，
火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せについて
は，地震，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を考慮する。

10

共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障
害，近隣工場等の火災及び爆発を選定する。故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて
は，可搬型重大事故等対処設備による対策を講ずることとする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮】
共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的
障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定する。故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにつ
いては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講ずることとする。

11
共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢水，火災による波及的影響及び内部発生飛散物を
考慮する。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮】
共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢水，火災による波及的影響及び内部発生飛散物
を考慮する。

12
共通要因のうち事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とし
た外的事象の地震の影響を考慮する。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮】
共通要因のうち事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因と
した外的事象の地震の影響を考慮する。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対
する考慮等
(1) 共通要因故障に対
する考慮

＜重大事故等対処設備の共通要因故障に対する考慮＞
⇒各重大事故等対処設備の共通要因故障に対する設計上の考慮，健全
性及び設計について補足説明する。
・[補足重事1]第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処設備の
健全性評価）

⇒可搬型重大事故等対処設備は，共通要因故障に対する設計上の考
慮，健全性及び設計を説明するにあたり，再処理事業所の敷地周辺で
想定される自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響並びに事業(変
更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件の
要因となる事象を考慮し，健全性を確保するための手段として位置的
分散を図り複数個所に分散して配置するため、可搬型重大事故等対処
設備の保管・配置場所について補足説明する。
・[補足重事2]可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所

⇒各重大事故等対処設備の保管・配置場所を説明するにあたり，各重
大事故等対処設備について一覧表を用いて補足説明する。
・[補足重事3]主要な重大事故等対処設備一覧表

基本設計方針 添付書類
【1. 概要】
本項目は，「加工施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第30条及び第32
条から第39条に基づき，重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性について説明する
ものである。
【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
・MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，重大事故の発生
を防止するために，また，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止するため，及
びMOX燃料加工施設を設置する事業所（再処理事業所）外への放射性物質の異常な水準の放出を防止
するために，重大事故等対処設備を設けるとともに，必要な運用上の措置等を講ずる設計とする。
・重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件を考慮した上で期待する機能が発揮できる
設計とする。また，重大事故等対処設備が機能を発揮するために必要な系統(供給源から供給先ま
で，経路を含む。)で構成する。

＜重大事故等対処設備の設計方針の添付書類への展開＞
⇒重大事故等対処設備の設計方針を他の添付書類へ展開する方針につ
いて補足説明する。
・[補足重事11]重大事故等対処設備の設計方針の他添付書類への展開

重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，製作及び検査にあたっては，現行国内法規に基づく規格及
び基準によるものとするが，必要に応じて，使用実績があり，信頼性の高い国外規格及び基準によるも
のとする。
重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，保安規定に基づく要領類に従い，施設管理計画における
保全プログラムを策定し，設備の維持管理を行う。なお，重大事故等対処設備を構成する設備,機器の
うち，一般消耗品又は設計上交換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に変更のないもので，特
別な工事を要さないものに限る。)及び通信連絡設備，安全避難通路(照明設備)等の「原子力施設の保
安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品について
は，適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。
 MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，重大事故の発生を防
止するために，また，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止するため，及びMOX
燃料加工施設を設置する事業所（再処理事業所）外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するため
に，必要な運用上の措置等を講ずることを保安規定に定めて，管理する。
なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及び保障措置の設備は，設備間において相互影響を考慮し
た設計とする。

6
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1. 概要
2. 重大事故等対処設
備に対する設計方針

※補足すべき事項の対象なし【2. 重大事故等対処設備に対する設計方針】
・重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，製作及び検査にあたっては，現行国内法規に基づく規
格及び基準によるものとするが，必要に応じて，使用実績があり，信頼性の高い国外規格及び基準に
よるものとする。
重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，保安規定に基づく要領類に従い，施設管理計画におけ
る保全プログラムを策定し，設備の維持管理を行う。なお，重大事故等対処設備を構成する設備,機
器のうち，一般消耗品又は設計上交換を想定している部品(安全に係わる設計仕様に変更のないもの
で，特別な工事を要さないものに限る。)及び通信連絡設備，安全避難通路(照明設備)等の「原子力
施設の保安のための業務に係わる品質管理に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工
業品については，適切な時期に交換を行うことで設備の維持管理を行う。
・MOX燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，重大事故の発生
を防止するために，また，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止するため，及
びMOX燃料加工施設を設置する事業所（再処理事業所）外への放射性物質の異常な水準の放出を防止
するために，必要な運用上の措置等を講ずることを保安規定に定めて，管理する。
なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及び保障措置の設備は，設備間において相互影響を考慮
した設計とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

13

a.　常設重大事故等対処設備
  常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時
にその機能が損なわれるおそれがないよう，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事
象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合にお
ける環境条件に対して健全性を確保することにより，信頼性が十分に高い設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時
にその機能が損なわれるおそれがないよう，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的
事象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合
における環境条件に対して健全性を確保することにより，信頼性が十分に高い設計とする。

14

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設
以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に
組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，
安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定
に定めて，管理する。その他の常設重大事故等対処設備についても，可能な限り多様性，独立性，位置
的分散を考慮した設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施
設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，代替設備により必要な機能を
確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを
適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保す
ること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等について
は，保安規定に定めて，管理する。その他の常設重大事故等対処設備についても，可能な限り多様
性，独立性，位置的分散を考慮した設計とする。
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なお，事業（変更）許可を受けたとおり，MOX燃料加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物質等を
閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象であるグローブ
ボックス内での火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故への連鎖は想定されない
ことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間での重大事故等対処設備の共用は行わな
い設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
なお，事業（変更）許可を受けたとおり，MOX燃料加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物質等
を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象であるグ
ローブボックス内での火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故への連鎖は想定
されないことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間での重大事故等対処設備の共
用は行わない設計とする。

16

　重大事故等における条件に対して常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合
における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
重大事故等における条件に対して常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合
における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

17

　常設重大事故等対処設備は，「2.  地盤」に基づく地盤に設置し，地震，津波及び火災に対しては，
「3.1   地震による損傷の防止」，「3.2   津波による損傷の防止」及び「5.  火災等による損傷の防
止」に基づく設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
・常設重大事故等対処設備は，「Ⅲ 耐震性に関する説明書」のうち「Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性
能に係る基本方針」に基づく地盤に設置し，地震，津波及び火災に対しては，「Ⅲ 耐震性に関する
説明書」，「Ｖ－１－１－１－６　津波への配慮に関する説明書」及び「Ｖ－１－１－６　火災及び
爆発の防止に関する説明書」に基づく設計とする。

18

事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地
震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する常設重大事
故等対処設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とす
る。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対
する考慮等
(1) 共通要因故障に対
する考慮
a. 常設重大事故等対
処設備

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
・事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象
の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する常設
重大事故等対処設備は，「2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計
とする。

19

また，溢水及び火災に対して常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機
能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，健全性を確保する設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対
する考慮等
(1) 共通要因故障に対
する考慮
a. 常設重大事故等対
処設備

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
溢水及び火災に対して常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能と
同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，健全性を確保する設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対
する考慮等
(1) 共通要因故障に対
する考慮
a. 常設重大事故等対
処設備

＜重大事故等対処設備の共通要因故障に対する考慮＞
⇒各重大事故等対処設備の共通要因故障に対する設計上の考慮，健全
性及び設計について補足説明する。
・[補足重事1]第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処設備の
健全性評価）

⇒可搬型重大事故等対処設備は，共通要因故障に対する設計上の考
慮，健全性及び設計を説明するにあたり，再処理事業所の敷地周辺で
想定される自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響並びに事業(変
更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件の
要因となる事象を考慮し，健全性を確保するための手段として位置的
分散を図り複数個所に分散して配置するため、可搬型重大事故等対処
設備の保管・配置場所について補足説明する。
・[補足重事2]可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所

⇒各重大事故等対処設備の保管・配置場所を説明するにあたり，各重
大事故等対処設備について一覧表を用いて補足説明する。
・[補足重事3]主要な重大事故等対処設備一覧表

＜重大事故等対処設備の共通要因故障に対する考慮＞
⇒各重大事故等対処設備の共通要因故障に対する設計上の考慮，健全
性及び設計について補足説明する。
・[補足重事1]第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処設備の
健全性評価）

⇒可搬型重大事故等対処設備は，共通要因故障に対する設計上の考
慮，健全性及び設計を説明するにあたり，再処理事業所の敷地周辺で
想定される自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響並びに設計基
準事故において想定した条件より厳しい条件の要因となる事象を考慮
し，健全性を確保するための手段として位置的分散を図り複数個所に
分散して配置するため、可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所
について補足説明する。
・[補足重事2]可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所

⇒各重大事故等対処設備の保管・配置場所を説明するにあたり，各重
大事故等対処設備について一覧表を用いて補足説明する。
・[補足重事3]主要な重大事故等対処設備一覧表
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20

　常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学
的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，近
隣工場等の火災及び爆発に対する健全性を確保する設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対
する考慮等
(1) 共通要因故障に対
する考慮
a. 常設重大事故等対
処設備

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学
的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，電磁的障害，
近隣工場等の火災及び爆発に対する健全性を確保する設計とする。

21

　周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対して，回転羽の損壊により飛散物を発生させる回転
機器について回転体の飛散を防止する設計とし，常設重大事故等対処設備が機能を損なわない設計とす
る。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対
する考慮等
(1) 共通要因故障に対
する考慮
a. 常設重大事故等対
処設備

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
・周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対して常設重大事故等対処設備は，回転羽の損壊に
より飛散物を発生させる回転機器について回転体の飛散を防止する設計とし，重量物の落下により飛
散物を発生させる機器については重量物の落下を防止する設計とする。また，設計基準事故に対処す
るための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，位置的分散を図ることで
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・周辺機器等からの影響のうち地震に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等から
の波及的影響によって機能を損なわない設計とする。

22

　環境条件に対する健全性については，「8.2.4　環境条件等」に基づく設計とする。 Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対
する考慮等
(1) 共通要因故障に対
する考慮
a. 常設重大事故等対
処設備

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　a. 常設重大事故等対処設備】
重大事故等における条件，自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響及び設計基準事故において想
定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象に対する健全性については，「4.　環境条件等」に
示す。また，常設重大事故等対処設備の機能と多様性，独立性，位置的分散を考慮する設備を「2.8
系統施設毎の設計上の考慮」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

23

b.　可搬型重大事故等対処設備
　可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は
常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそ
れがないよう内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因とする重大事故等に対
処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合における環境条件に対して健全性を
確保すること，位置的分散を図ることにより信頼性が十分に高い設計とする。その他の可搬型重大事故
等対処設備についても，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮した設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故等対処設
備】
　可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能又
は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれる
おそれがないよう内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因とする重大事故
等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合における環境条件に対して
健全性を確保すること，位置的分散を図ることにより信頼性が十分に高い設計とする。その他の可搬
型重大事故等対処設備についても，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮した設計とする。

24

なお，事業（変更）許可を受けたとおり，MOX燃料加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物質等を
閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象であるグローブ
ボックス内での火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故への連鎖は想定されない
ことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間での重大事故等対処設備の共用は行わな
い設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故等対処設
備】
なお，事業（変更）許可を受けたとおり，MOX燃料加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物質等
を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象であるグ
ローブボックス内での火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故への連鎖は想定
されないことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間での重大事故等対処設備の共
用は行わない設計とする。

25

　可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その
他のテロリズム，設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考
慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故等対処設
備】
可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その
他のテロリズム，設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を
考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とする。

26

　重大事故等における条件に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場
合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故等対処設
備】
可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等における条件として想定される重大事故等が発生した場合
における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる設計とする。

＜重大事故等対処設備の共通要因故障に対する考慮＞
⇒各重大事故等対処設備の共通要因故障に対する設計上の考慮，健全
性及び設計について補足説明する。
・[補足重事1]第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処設備の
健全性評価）

⇒可搬型重大事故等対処設備は，共通要因故障に対する設計上の考
慮，健全性及び設計を説明するにあたり，再処理事業所の敷地周辺で
想定される自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響並びに設計基
準事故において想定した条件より厳しい条件の要因となる事象を考慮
し，健全性を確保するための手段として位置的分散を図り複数個所に
分散して配置するため、可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所
について補足説明する。
・[補足重事2]可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所

⇒各重大事故等対処設備の保管・配置場所を説明するにあたり，各重
大事故等対処設備について一覧表を用いて補足説明する。
・[補足重事3]主要な重大事故等対処設備一覧表

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対
する考慮等
(1) 共通要因故障に対
する考慮
b. 可搬型重大事故対
処設備

＜重大事故等対処設備の共通要因故障に対する考慮＞
⇒各重大事故等対処設備の共通要因故障に対する設計上の考慮，健全
性及び設計について補足説明する。
・[補足重事1]第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処設備の
健全性評価）

⇒可搬型重大事故等対処設備は，共通要因故障に対する設計上の考
慮，健全性及び設計を説明するにあたり，再処理事業所の敷地周辺で
想定される自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響並びに事業
（変更）許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい
条件の要因となる事象を考慮し，健全性を確保するための手段として
位置的分散を図り複数個所に分散して配置するため、可搬型重大事故
等対処設備の保管・配置場所について補足説明する。
・[補足重事2]可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所

⇒各重大事故等対処設備の保管・配置場所を説明するにあたり，各重
大事故等対処設備について一覧表を用いて補足説明する。
・[補足重事3]主要な重大事故等対処設備一覧表
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27

　屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「2.  地盤」に基づく地盤に設置された建屋等に位置
的分散することにより，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の
重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないように保管する設
計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故等対処設
備】
・屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方
針」に基づく地盤に設置された建屋等に位置的分散することにより，設計基準事故に対処するための
設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその
機能が損なわれるおそれがないように保管する設計とする。

28

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「3.1  地震による損傷の防止」に示す地震により，転
倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の措置をするとともに，「3.1　地震による損傷の防
止」の地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上
がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等により必要な機能を喪失しない複数の保管場所に位
置的分散することにより，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備
の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないように保管する
設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故等対処設
備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅲ　耐震性に関する説明書」に示す地震により，転
倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の措置をするとともに，「Ⅲ　耐震性に関する説明
書」の地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き
上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等により必要な機能を喪失しない複数の保管場所
に位置的分散することにより，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対
処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないように
保管する設計とする。

30

溢水，火災及び内部発生飛散物に対して可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための
設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機
能が損なわれるおそれがないよう，位置的分散を図る設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　c.可搬型重大事故等対処設備と
常設重大事故等対処設備の接続口】
MOX燃料加工施設における重大事故等の対処においては，建屋等の外から可搬型重大事故等対処設備
を常設重大事故等対処設備に接続して水又は電力を供給する必要のない設計とする。
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　屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火
山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏え
い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建
屋等内に保管し，かつ，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の
重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計基準事
故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所に保管する設計とす
る。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故等対処設
備】
屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火
山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏え
い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた
建屋等内に保管し，かつ，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設
備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計
基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所に保管する
設計とする。
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　屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズムに対して，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処
設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，設計
基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する建屋の外壁から100ｍ以上の離
隔距離を確保した場所に保管するとともに異なる場所にも保管することで位置的分散を図る設計とす
る。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故等対処設
備】
屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズムに対して，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対
処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，
設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する建屋の外壁から100ｍ以
上の離隔距離を確保した場所に保管するとともに異なる場所にも保管することで位置的分散を図る設
計とする。
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　屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火
山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏え
い，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して健全性を確保する設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故等対処設
備】
・屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，
火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，人為事象の航空機落下，有毒ガス，敷地内における化
学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して健全性を確保する設計とする。
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　環境条件に対する健全性については，「8.2.4　環境条件等」に基づく設計とする。 【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故等対処設
備】
重大事故等における条件，自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響及び設計基準事故において想
定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象に対する健全性については，「2.4　環境条件等」
に示す。また，可搬型重大事故等対処設備の機能と多様性，独立性，位置的分散を考慮する設備を
「3.系統施設ごとの設計上の考慮」に示す。
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c.　可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口
MOX燃料加工施設における重大事故等の対処においては，建屋等の外から可搬型重大事故等対処設備を
常設重大事故等対処設備に接続して水又は電力を供給する必要のない設計とする。

3. 共通要因故障に対
する考慮等
(1) 共通要因故障に対
する考慮
c.可搬型重大事故等対
処設備と常設重大事故
等対処設備の接続口

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　c.可搬型重大事故等対処設備と
常設重大事故等対処設備の接続口】
MOX燃料加工施設における重大事故等の対処においては，建屋等の外から可搬型重大事故等対処設備
を常設重大事故等対処設備に接続して水又は電力を供給する必要のない設計とする。

＜重大事故等対処設備の共通要因故障に対する考慮＞
⇒各重大事故等対処設備の共通要因故障に対する設計上の考慮，健全
性及び設計について補足説明する。
・[補足重事1]第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処設備の
健全性評価）

⇒可搬型重大事故等対処設備は，共通要因故障に対する設計上の考
慮，健全性及び設計を説明するにあたり，再処理事業所の敷地周辺で
想定される自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響並びに設計基
準事故において想定した条件より厳しい条件の要因となる事象を考慮
し，健全性を確保するための手段として位置的分散を図り複数個所に
分散して配置するため、可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所
について補足説明する。
・[補足重事2]可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所

⇒各重大事故等対処設備の保管・配置場所を説明するにあたり，各重
大事故等対処設備について一覧表を用いて補足説明する。
・[補足重事3]主要な重大事故等対処設備一覧表

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対
する考慮等
(1) 共通要因故障に対
する考慮
b. 可搬型重大事故対
処設備

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事
象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する可搬
型重大事故等対処設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく
設計とする。
　津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，「3.2   津波による損傷の防止」に
示す津波による影響を受けない位置に設置する設計とする。
　また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響を受けるおそれのない場所を選定する
こととし，使用時に津波による影響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津波に対して重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
　火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「5．火災等による損傷の防止」に基づく設計とすると
ともに，「8.2.7 　可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行う
設計とする。
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【3. 共通要因故障に対する考慮等 (1) 共通要因故障に対する考慮　b. 可搬型重大事故等対処設
備】
・また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外
的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待す
る可搬型重大事故等対処設備は，「6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基
づく設計とする。
・津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，「Ｖ－１－１－１－６　津波への
配慮に関する説明書」に示す津波による影響を受けない位置に保管する設計とする。また，可搬型重
大事故等対処設備の据付けは，津波による影響を受けるおそれのない場所を選定することとし，使用
時に津波による影響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津波に対して重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。
火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－６　火災及び爆発の防止に関する説明
書」に基づく設計とするとともに，「7.　可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」
に基づく火災防護を行う設計とする。

＜重大事故等対処設備の共通要因故障に対する考慮＞
⇒各重大事故等対処設備の共通要因故障に対する設計上の考慮，健全
性及び設計について補足説明する。
・[補足重事1]第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処設備の
健全性評価）

⇒可搬型重大事故等対処設備は，共通要因故障に対する設計上の考
慮，健全性及び設計を説明するにあたり，再処理事業所の敷地周辺で
想定される自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響並びに設計基
準事故において想定した条件より厳しい条件の要因となる事象を考慮
し，健全性を確保するための手段として位置的分散を図り複数個所に
分散して配置するため、可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所
について補足説明する。
・[補足重事2]可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所

⇒各重大事故等対処設備の保管・配置場所を説明するにあたり，各重
大事故等対処設備について一覧表を用いて補足説明する。
・[補足重事3]主要な重大事故等対処設備一覧表

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対
する考慮等
(1) 共通要因故障に対
する考慮
b. 可搬型重大事故対
処設備
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(2)  悪影響防止
　重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処設
備以外の重大事故等対処設備，再処理施設及び再処理施設の重大事故等対処設備を含む。）に対して悪
影響を及ぼさない設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防止】
重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備(安全機能を有する施設，当該重大事故等対処設
備以外の重大事故等対処設備，再処理施設及び再処理施設の重大事故等対処設備を含む。）に対して
悪影響を及ぼさない設計とする。

37

　重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を考慮し，他の設備への影響としては，重大事故等
対処設備使用時及び待機時の系統的な影響(電気的な影響を含む。），内部発生飛散物による影響並び
に竜巻により飛来物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防止】
重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を考慮し，他の設備への影響としては，重大事故等
対処設備使用時及び待機時の系統的な影響(電気的な影響を含む。），内部発生飛散物による影響並
びに竜巻により飛来物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。

38

　系統的な影響について，重大事故等対処設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として使
用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前(通常時）の
隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とする
こと，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ
系統構成で重大事故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
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【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防止】
系統的な影響について，重大事故等対処設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設として使
用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前(通常時）
の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成と
すること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，安全機能を有する施設として使用する場合
と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用すること等により，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。
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　可搬型放水砲については，燃料加工建屋への放水により，当該設備の使用を想定する重大事故時にお
いて必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防止】
可搬型放水砲については，燃料加工建屋への放水により，当該設備の使用を想定する重大事故時にお
いて必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
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　重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影響については，回転機器の破損を想定し，回転体
が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防止】
重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影響については，回転機器の破損を想定し，回転体
が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。具体的には，回転機器の損
傷による飛散物を発生させるおそれのある重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－４－１　安全機能
を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書」の「5.4.2（1） 電力を駆動源
とする回転機器」及び「5.4.2（2） 電力を駆動源としない回転機器」 に基づく設計とする。

41

　重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影響については，外部からの衝撃による損傷の防止が
図られた建屋等内に設置又は保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする，又は，風荷
重を考慮し，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は必要に応じて固縛等の措置をとることで，他
の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
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(2) 悪影響防止

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防止】
重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影響については，外部からの衝撃による損傷の防止が
図られた建屋等内に設置又は保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする，又は，風
荷重を考慮し，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は必要に応じて固縛等の措置をとること
で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

42

　重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するために
必要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設と共用することにより安全性が向上し，
かつ，MOX燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対
する考慮等
(2) 悪影響防止

【3. 共通要因故障に対する考慮等 (2) 悪影響防止】
重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するために
必要な機能）を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設と共用することにより安全性が向上
し，かつ，MOX燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる設計とする。

＜重大事故等対処設備の共用の詳細＞
⇒重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用するものが，それぞ
れ共用によって機能を損なわないことを必要な個数，容量等の確保に
より満足していることを具体的に示すことより補足説明する。
・[補足重事4]重大事故等対処設備の共用対象一覧

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対
する考慮等
(2) 悪影響防止

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

3. 共通要因故障に対
する考慮等
(2) 悪影響防止
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43

8.2.3　 個数及び容量
(1)  常設重大事故等対処設備
　常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事象の進
展等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系統設計を行う。重
大事故等の収束は，これらの系統又はこれらの系統と可搬型重大事故等対処設備の組合せにより達成す
る。

44
　「容量」とは，消火剤量，蓄電池容量，タンク容量，発電機容量，計装設備の計測範囲及び作動信号
の設定値等とする。

45
　常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に十分に余裕がある容量を有する設計とするととも
に，設備の機能，信頼度等を考慮し，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた個数を確保する設計
とする。

46
　常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施設の系統及び機器を使用するものについては，安
全機能を有する施設の容量の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量に対して十分であることを確
認した上で，安全機能を有する施設としての容量と同仕様の設計とする。

47
　常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機器を使用
するものについては，系統の目的に応じて必要な個数及び容量を有する設計とする。

48
　常設重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用する常設重大事故等対処設備は，MOX燃料加工施
設及び再処理施設における重大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。

49

(2)  可搬型重大事故等対処設備
　可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事象の
進展を考慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統の組合せ又
はこれらの系統と常設重大事故等対処設備の組合せにより達成する。

50 　「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，計測器の計測範囲等とする。

51
　可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量に対して十分に余裕がある容量を有す
る設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保する設計とする。

52
　可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用することで，設置の効率化，被ばくの低減が図
れるものは，同時に要求される可能性がある複数の機能に必要な容量を合わせた設計とし，兼用できる
設計とする。

53
　可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要な個数(必要数)に加え，予備として故障時
のバックアップ及び点検保守による待機除外時のバックアップを合わせて必要数以上確保する設計とす
る。

54
閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，安全上重要な施設の安全機能の喪失
を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等については，当該系統の範囲ごとに重大事故等へ
の対処に必要な設備を1セット確保する設計とする。

55
　可搬型重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用する可搬型重大事故等対処設備は，MOX燃料加
工施設及び再処理施設における重大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計とする。

56

8.2.4 環境条件等
(1)　環境条件
重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因とする重大
事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿
度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場所)及び保管場
所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な設計とする。

57

　重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧力，湿度，放射線，荷重に加え
て，重大事故による環境の変化を考慮した環境温度，環境圧力，環境湿度による影響，重大事故等時に
汽水を供給する系統への影響，自然現象による影響，人為事象の影響及び周辺機器等からの影響を考慮
する。

58
　荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧力及び自
然現象による荷重を考慮する。

59

　自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設
備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処
設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積
雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。

60
自然現象による荷重の組合せについては，地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響を考慮する。

Ⅵ-1-1-3 設備別記載
事項の設定根拠に関す
る説明書
・重大事故等対処設備

【基本方針（個数及び容量（常設重大事故等対処設備））】
常設重大事故等対処設備の系統構成や設備仕様を説明する。

※補足すべき事項の対象なし

【基本方針（個数及び容量（常設重大事故等対処設備））】
可搬型重大事故等対処設備の系統構成や設備仕様を説明する。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件

【4. 環境条件等　(1)環境条件】
・重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因とする
重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧
力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場所)及
び保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な設計とする。
・重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に加
えて，重大事故による環境の変化を考慮した環境温度，環境圧力，環境湿度による影響，重大事故等
時に汽水を供給する系統への影響，自然現象による影響，人為事象の影響及び周辺機器等並びに設計
基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震による影響を考慮する。
・荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧力(以
下「重大事故等時に生ずる荷重」という。)及び自然現象(地震，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影
響)による荷重を考慮する。
・自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処
設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等
対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降
水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。
・自然現象による荷重の組合せについては，地震，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を考慮す
る。

※補足すべき事項の対象なし
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61

　人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設
備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処
設備に影響を与えるおそれのある事象として，敷地内における化学物質の漏えい及び電磁的障害を選定
する。なお，これらの自然現象及び人為事象については，設計基準対象施設について考慮する「3.3外
部からの衝撃による損傷の防止」に示す条件を考慮する。

62

　重大事故等の要因となるおそれとなる事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件よ
り厳しい条件を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。

63

　周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水による波及的影響及び内部発生飛散物を考慮す
る。
　また，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等による影響についても考慮する。

64

a. 常設重大事故等対処設備
　常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放射
線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場所）に応じた耐環境性
を有する設計とする。

65

閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重大事故等対処設備は，重大事故等時における建屋等の環境温
度，環境圧力を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

66

　重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水するコンクリート構造物につい
ては，腐食を考慮した設計とする。

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処
設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水するコンクリート構造物につい
ては，腐食を考慮した設計とする。

67

　地震に対して常設重大事故等対処設備は，「3.1　地震による損傷の防止」に記載する地震力による
荷重を考慮して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
地震に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅲ 耐震性に関する説明書」に記載する地震力による荷
重を考慮して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

68

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事
象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する常設
重大事故等対処設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設
計とする。

69

さらに，地震に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって重
大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒に
よる損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。

70

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設
以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，地震により機能が損なわれる場
合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を
停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件

【4. 環境条件等　(1)環境条件】
・人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処
設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等
対処設備に影響を与えるおそれのある事象として，敷地内における化学物質の漏えい及び電磁的障害
を選定する。なお，これらの自然現象及び人為事象については，設計基準対象施設について考慮する
「3.3外部からの衝撃による損傷の防止」に示す条件を考慮する。
人為事象のうち，有毒ガスとして想定される六ケ所ウラン濃縮工場から漏えいする有毒ガスについて
は重大事故等対処設備に対して影響を及ぼすことはないことから考慮は不要である。人為事象のう
ち，航空機落下については，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた燃料加工建屋内に設置する
か，又は設計基準に対処するための設備の安全機能と同時にその機能がそこなわれるおそれがないよ
う，位置的分散を図る。燃料加工建屋の航空機落下に対する設計は「Ｖ－１－１－１－５ 航空機に
対する防護設計に関する説明書」に示す。
・重大事故等の要因となるおそれとなる事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件
より厳しい条件を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。
・周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水による波及的影響及び内部発生飛散物を考慮す
る。
また，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等による影響についても考慮する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処
設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
・常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放
射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場所）に応じた耐環
境性を有する設計とする。
閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重大事故等対処設備は，重大事故等時における建屋等の環境
温度，環境圧力を考慮しても機能を損なわない設計とする。

＜重大事故等対処設備の環境条件等＞
⇒重大事故等対処設備に対して事故時に想定される圧力，温度，湿
度，放射線を評価するにあたり，どのような条件で設定したのか補足
説明する。
・[補足重事6]設定する環境条件及び環境条件の設定に係る考慮事項

⇒重大事故等対処設備が圧力，温度，湿度，放射線それぞれに対して
健全であることを示すための評価手法について補足説明する。
・[補足重事7]環境条件に対する健全性評価手法

⇒重大事故等対処設備が，それぞれ事故時に想定される圧力，温度，
湿度，放射線に対して健全であることを実証実験により評価した結果
ついて補足説明する。
・[補足重事8]環境条件に対する重大事故等対処設備の健全性評価に用
いた実証実験

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処
設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
・また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外
的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待す
る常設重大事故等対処設備は，「6.　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ
く設計とする。
・さらに，地震に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によっ
て重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，
転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計と
する。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な
施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，地震により機能が損なわれ
る場合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ
と，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とす
る。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関
連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

71

溢水に対して常設重大事故等対処設備は，想定する溢水量に対して，機能を損なわない高さへの設置，
被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
溢水に対して常設重大事故等対処設備は，想定する溢水量に対して，機能を損なわない高さへの設
置，被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，常設重大事故等対処設備のうち，溢水によって必要な機能が損なわれない静的な構築
物，系統及び機器を除く設備が没水，被水等の影響を受けて機能を損なわない設計とする。没水，被
水等の影響を考慮する常設重大事故等対処設備の選定については，「Ⅴ－１－１－４－２ー１　重大
事故等対処設備の設計方針」に示し，想定する溢水量に対する評価方針及び評価結果については，
「Ｖ－１－１－７　加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」に示す。

72

火災に対して常設重大事故等対処設備は，「5.  火災等による損傷の防止」に基づく設計とすることに
より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

73

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設
以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水及び火災による損傷を考慮し
て，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を
停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

74
　津波に対して常設重大事故等対処設備は，「3.2　津波による損傷の防止」に基づく設計とする。 【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】

津波に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－１－６　津波への配慮に関する説明書」に
基づく設計とする。

75

　屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対
して外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水
所，緊急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に設置し，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処
設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対し
て外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水
所，緊急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に設置し，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

76

屋外の常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台風）及び
竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処
設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風(台風)及び竜
巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。
風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷重への具体的な設計方針は「(3)自然現象により発生
する荷重の影響」に示す。

77

凍結，高温及び降水に対して屋外の常設重大事故等対処設備は，凍結防止対策，高温防止対策及び防水
対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

78

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設
以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，積雪，火山の
影響，凍結，高温及び降水により機能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保すること，
安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせ
ることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障
のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，
管理する。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処
設備

※補足すべき事項の対象なし

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
火災に対して常設重大事故等対処設備は，「Ⅴ－１－１－６　火災及び爆発の防止に関する説明書」
に基づく設計とすることにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な
施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水，火災による損傷を考
慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ
と，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とす
る。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関
連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処
設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
・凍結に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説
明書」にて設定する凍結において考慮する外気温に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。具体的には，屋内の常設重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防止できる建
屋等内に設置することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，屋外
の常設重大事故等対処設備は，凍結防止対策により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。
・高温に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説
明書」にて設定する高温において考慮する外気温に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。具体的には，屋内の常設重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防止できる建
屋等内に設置することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，屋外
の常設重大事故等対処設備は，高温防止対策により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。
・降水に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説
明書」にて設定する設計基準降水量に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。具体的には，屋内の常設重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内に設置
することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，屋外の常設重大事
故等対処設備は，防水対策により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な
施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，風（台風），竜巻，積雪，
火山の影響，凍結，高温及び降水により機能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保す
ること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に
組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保するこ
と，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保
安規定に定めて，管理する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

79
落雷に対して外部電源系統からの電気の供給の停止及び非常用所内電源設備からの電源の喪失（以下
「全交流電源喪失」という。）を要因とせずに発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備
は，直撃雷及び間接雷を考慮した設計とする。

80
直撃雷に対して，当該設備自体が構内接地網と連接した避雷設備を有する設計とする又は構内接地網と
連接した避雷設備を有する建屋等に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

81
間接雷に対して，雷サージによる影響を軽減することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

82

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設
以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，落雷により機能が損なわれる場
合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連
する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を
停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

83

生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を考慮し，これら生
物の侵入を防止又は抑制することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関
する説明書」にて選定する対象生物の侵入に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。具体的には，これら生物の侵入を防止又は抑制することにより，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。

84

森林火災に対して常設重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

85

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，常設重大
事故等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設
以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，森林火災発生時に消防車による事
前散水による延焼防止を図るとともに代替設備により機能を損なわない設計とする。消防車による事前
散水を含む火災防護計画を保安規定に定めて，管理する。

86

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系への除
塩フィルタ及び粒子フィルタの設置により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。

87

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は受電開閉設備の絶
縁性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

88

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の常設重大事故等対処設備は，機能を損なわない高さへ
の設置，被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
敷地内における化学物質の漏えいに対して常設重大事故等対処設備は，再処理事業所内で運搬する硝
酸及び液体二酸化窒素の屋外での運搬又は受入れ時の漏えいに対して，重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
具体的には，屋内の常設重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内に設置するこ
とにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，屋外の常設重大事故等
対処設備は，機能を損なわない高さへの設置，被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

89

電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，電磁波の影響に対して重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。具体的には，電磁的障害に対して重大事故等への対処に必要な機能を
維持するために必要な計測制御系は日本産業規格に基づきノイズ対策を行うとともに，電気的及び物
理的な独立性を持たせることにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処
設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
・落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設
備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説明書」にて設定する雷撃電流に対し
て，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。具体的には，直撃雷及び間接雷を考
慮した設計を行う。直撃雷に対して，当該設備は当該設備自体が構内接地網と連接した避雷設備を有
する設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に設置する。間接雷に対して，当
該設備は雷サージによる影響を軽減できる設計とする。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な
施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，落雷により機能が損なわれ
る場合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこ
と，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とす
る。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関
連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
・森林火災に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－３　外部火災への配慮に関する
説明書」にて設定する輻射強度を考慮し，防火帯の内側に設置することにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合におい
ても，離隔距離の確保等により，常設重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。
具体的には，常設重大事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外の常設重大事故等対処設備は，森林
火災からの輻射強度の影響に対し，建屋等又は屋外の常設重大事故等対処設備の表面温度が許容温度
となる危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確保する。また，常設重大事故等対処設
備を収納する建屋等は，近隣工場等の火災，爆発に対し，危険距離を算出し，その危険距離を上回る
離隔距離が確保されていることを確認する。
森林火災からの輻射強度の影響を考慮する常設重大事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外の常設
重大事故等対処設備の選定，要求機能及び性能目標については，「Ⅴ－１－１－４－２ー１　重大事
故等対処設備の設計方針」に示し，常設重大事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外の常設重大事
故等対処設備に対する輻射強度の算出，危険距離の算出等の評価方針については，「Ｖ－１－１－１
－４－３　外部火災防護への配慮が必要な施設の評価方針」に基づくものとし，離隔距離の確保に関
する評価条件及び評価結果を「Ｖ－１－１－１－３－４　外部火災防護における評価結果」に示す。
・ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な
施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，森林火災発生時に消防車に
よる事前散水による延焼防止を図るとともに代替設備により機能を損なわない設計とする。消防車に
よる事前散水を含む火災防護計画を保安規定に定めて，管理する。

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
塩害に対して常設重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説明
書」にて考慮する影響に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。具体的
には，屋内の常設重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区域の換気空調設備の給気系へ海塩粒
子除去の機能を有する捕集率85%以上(JIS Z 8901 試験用紛体11種 粒径約2μm)の除塩フィルタ及び
粒子フィルタの設置により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，屋外
の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は受電開閉設備の絶縁性の維
持対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処
設備
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　周辺機器等からの影響について常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設備周辺機
器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設置することにより
重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
周辺機器等からの影響について常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設備周辺機
器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設置することによ
り重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，重量物の落下による飛散物の影
響を考慮し，影響を受けない位置へ設置することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。
具体的には，常設重大事故等対処設備と同室に設置する回転機器は，回転機器の異常により回転速度
が上昇することによる回転羽根の損壊を考慮して，「Ｖ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が
使用される条件の下における健全性に関する説明書」の「５．３　内部発生飛散物の発生防止対策」
の「５．３．２　回転機器の損壊による飛散物」に基づく設計とする。
また，常設重大事故等対処設備と同室にあるクレーンその他の搬送機器は，運転時において重量物を
つり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器からのつり荷の落下及び逸走によるクレーンその他の
搬送機器の落下を考慮して，「Ｖ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の「５．３　内部発生飛散物の発生防止対策」の「５．３．１　重量
物の落下による飛散物」に基づく設計とする。
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ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設
以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物を考慮して，代替
設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程
の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備により
必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止する
こと等については，保安規定に定めて，管理する。

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施
設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物を考慮して，
代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連す
る工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程
を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。
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　常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等による建屋
外の環境条件の影響を受けない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処
設備

【4. 環境条件等　(1)環境条件 a.常設重大事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等による建屋
外の環境条件の影響を受けない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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b.　可搬型重大事故等対処設備
　可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，放
射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）及び保管場所に
応じた耐環境性を有する設計とする。
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閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時における建屋等の環境
温度，環境圧力を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
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　重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水する又は尾駮沼で使用する可搬
型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用する設計とする。また，尾駮沼から直接取水する際の異
物の流入防止を考慮した設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対
処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水する又は尾駮沼で使用する可搬
型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用する設計とする。また，尾駮沼から直接取水する際の
異物の流入防止を考慮した設計とする。
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　地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，「3.1　地震による損傷の防止」に記載する地震力によ
る荷重を考慮して，当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対
処設備

Ⅴ-1-1-4-2-1　重大事
故等対処設備の設計方
針

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅲ 耐震性に関する説明書」に記載する地震力による
荷重を考慮して，当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処
設備

＜重大事故等対処設備の環境条件等＞
⇒重大事故等対処設備の他にある自主対策設備を使用することによっ
て他の設備に生じる直接的な影響及び間接的な影響について補足説明
する。また，自主対策設備を使用することによる他の設備に対する悪
影響防止に関する方針について補足説明する。
・[補足重事5]想定される悪影響

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
a.常設重大事故等対処
設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
・可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿度，
放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所（使用場所）及び保管場
所に応じた耐環境性を有する設計とする。
・閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時における建屋等の
環境温度，環境圧力を考慮しても重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

＜重大事故等対処設備の環境条件等＞
⇒重大事故等対処設備に対して事故時に想定される圧力，温度，湿
度，放射線を評価するにあたり，どのような条件で設定したのか補足
説明する。
・[補足重事6]設定する環境条件及び環境条件の設定に係る考慮事項

⇒重大事故等対処設備が圧力，温度，湿度，放射線それぞれに対して
健全であることを示すための評価手法について補足説明する。
・[補足重事7]環境条件に対する健全性評価手法

⇒重大事故等対処設備が，それぞれ事故時に想定される圧力，温度，
湿度，放射線に対して健全であることを実証実験により評価した結果
ついて補足説明する。
・[補足重事8]環境条件に対する重大事故等対処設備の健全性評価に用
いた実証実験

※補足すべき事項の対象なし
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また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的事
象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する可搬
型重大事故等対処設備は，「8.2.6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく
設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書
4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対
処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした外的
事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能を期待する
可搬型重大事故等対処設備は，「6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ
く設計とする。
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さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機
材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対
処設備

Ⅴ-1-1-4-2-1　重大事
故等対処設備の設計方
針

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の
資機材の落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。

99

溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，溢水に対しては想定する溢水量に対して機能を損
なわない高さへの設置又は保管，被水防護を行うことにより，火災に対しては，「8.2.7 　可搬型重大
事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行うことにより，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対
処設備

Ⅴ-1-1-4-2-1　重大事
故等対処設備の設計方
針

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，溢水に対しては想定する溢水量に対して機能を
損なわない高さへの設置又は保管，被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。
想定する溢水量に対して機能を損なわないとする評価等の設計方針については，「Ｖ－１－１－７
加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」に示す。
火災に対しては，「7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護
を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
具体的には，可搬型重大事故等対処設備のうち，溢水によって必要な機能が損なわれない静的な機器
を除く設備が没水，被水等の影響を受けて機能を損なわない設計とする。
没水，被水等の影響を考慮する可搬型重大事故等対処設備の選定については，「Ⅴ－１－１－４－２
－１　重大事故等対処設備の設計方針」に示し，想定する溢水量に対する評価方針及び評価結果につ
いては，「Ｖ－１－１－７　加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

100

　津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所は，「3.2　津波による損傷の防止」に示す津波
による影響を受けない位置に保管する設計とする。また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波
による影響を受けるおそれのない場所を選定することとし，使用時に津波による影響を受けるおそれの
ある場所に据付ける場合は，津波に対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

101

 　風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対して屋内の可搬型重大事故等対処
設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる建屋等内に保管し，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

102

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風（台風）及び竜巻に対して風（台風）及び竜巻による風荷重を
考慮し，必要により当該設備又は当該設備を収納するものに対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保
管する設計とする。
ただし，固縛する屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，地震時の移動を考慮して地震後の機能を維
持する設備は，余長を有する固縛で拘束することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対
処設備

Ⅴ-1-1-4-2-1　重大事
故等対処設備の設計方
針

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
・津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所は，「Ｖ－１－１－１－６　津波への配慮に関
する説明書」に示す津波による影響を受けない位置に保管する設計とする。また，可搬型重大事故等
対処設備の据付けは，津波による影響を受けるおそれのない場所を選定することとし，使用時に津波
による影響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津波に対して重大事故等への対処に必要な
機能を損なわない設計とする。
具体的には，第２貯水槽から第１貯水槽へ水を補給する場合及び燃料加工建屋に放水する場合は，津
波による影響を受けない場所に可搬型重大事故等対処設備を据付けることとし，尾駮沼取水場所A，
尾駮沼取水場所B又は二又川取水場所A(以下「敷地外水源」という。)における可搬型重大事故等対処
設備の据付けは，津波警報の解除後に対応を開始すること，津波警報の発令確認時に対応中の場合は
一時的に退避することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・風（台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対して屋内の可搬型重大事故等対処
設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，緊急時
対策建屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に保管し，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない
設計とする。
・屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風(台風)及
び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷重への具体的な設計方針は「(3)自然現象により発生
する荷重の影響」に示す。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

103

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，積雪荷重及び降下火砕物による積載
荷重を考慮し，損傷防止措置として除雪，除灰及び屋内への配備を実施することにより，重大事故等に
対処するための機能を損なわないよう維持する設計とする。除雪，除灰及び屋内への配備を実施するこ
とについては，保安規定に定めて，管理する。

104

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍結防止対策，高温防止対策及び防
水対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

105

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備
は，直撃雷を考慮した設計とする。

106

直撃雷に対して，構内接地網と連接した避雷設備で防護される範囲内に保管する又は構内接地網と連接
した避雷設備を有する建屋等に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。

107

生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類，小動物及び水生植物の付着又は侵
入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

108

森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，防火帯の内側に保管することにより，重大事故等への
対処に必要な機能を損なわない設計とする。

109

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，可搬型重
大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

110

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系への
除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす
る。
また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は絶縁性の維持対
策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対
処設備

塩害に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説
明書」にて設定する影響に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。具体
的には，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区域の換気空調設備の給気系へ海
塩粒子除去の機能を有する捕集率85%以上(JIS Z 8901 試験用紛体11種 粒径約2μm)の除塩フィルタ
及び粒子フィルタの設置により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，
屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は絶縁性の維持対策に
より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対
処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
・屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風(台風)及
び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
風(台風)，竜巻，積雪及び火山の影響による荷重への具体的な設計方針は「(3)自然現象により発生
する荷重の影響」に示す。
・凍結に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する
説明書」にて設定する凍結において考慮する外気温に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防止でき
る建屋等内に保管することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，
屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍結防止対策により重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。
・高温に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する
説明書」にて設定する高温において考慮する外気温に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防止でき
る建屋等内に保管することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，
屋外の可搬型重大事故等対処設備は，高温防止対策により重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。
・降水に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する
説明書」にて設定する設計基準降水量に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外部からの損傷を防止できる建屋等内に
保管することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，屋外の可搬型
重大事故等対処設備は，防水対策により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処
設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮に関する説明書」にて設定する雷撃電流に対し
て，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。具体的には，直撃雷に対して，当該
設備は当該設備自体が構内接地網と連接した避雷設備を有する設計とする又は構内接地網と連接した
避雷設備を有する建屋等に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計
とする。
・生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－１　自然現象等への配慮
に関する説明書」にて選定する対象生物に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設
計とする。具体的には，これら生物の侵入を防止又は抑制することにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対
処設備

Ⅴ-1-1-4-2-1　重大事
故等対処設備の設計方
針

森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「Ｖ－１－１－１－３　外部火災への配慮に関する
説明書」にて設定する輻射強度を考慮し，防火帯の内側に保管することにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合におい
ても，離隔距離の確保等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。具体的
には，可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋等及び屋外の可搬型重大事故等対処設備は，森林火
災からの輻射強度の影響に対し，建屋等又は屋外の可搬型重大事故等対処設備の表面温度が許容温度
となる危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確保する。また，可搬型重大事故等対処
設備を保管する建屋等及び屋外の可搬型重大事故等対処設備は，近隣工場等の火災及び爆発に対し，
危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離が確保されていることを確認する。森林火災から
の輻射強度の影響を考慮する可搬型重大事故等対処設備を収納する建屋等及び屋外の可搬型重大事故
等対処設備の選定，要求機能及び性能目標については，「Ⅴ－１－１－４－２ー１　重大事故等対処
設備の設計方針」に示し，可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋等及び屋外の可搬型重大事故等
対処設備に対する輻射強度の算出，危険距離の算出等の評価方針については，「Ｖ－１－１－１－３
－３　外部火災防護への配慮が必要な施設の設計方針及び評価方針」に基づくものとし，離隔距離の
確保に関する評価条件及び評価結果を「Ｖ－１－１－１－３－４　外部火災防護における評価結果」
に示す。

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

111

　敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，機能を損なわない高
さへの設置，被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対
処設備

Ⅴ-1-1-4-2-1　重大事
故等対処設備の設計方
針

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
・敷地内における化学物質の漏えいに対して可搬型重大事故等対処設備は，再処理事業所内で運搬す
る硝酸及び液体二酸化窒素の屋外での運搬又は受入れ時の漏えいに対して，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。具体的には，屋内の可搬型重大事故等対処設備は，外部からの損
傷を防止できる建屋等内に保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なうおそれが
ない設計とする。また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，機能を損なわない高さへの設置，被液
防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

112

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により，重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対
処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，電磁波の影響に対して重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。
具体的には，電磁的障害に対して重大事故等への対処に必要な機能を維持するために必要な計測制御
系は日本産業規格に基づきノイズ対策を行うとともに，電気的及び物理的な独立性を持たせることに
より，重大事故等時に必要な機能を損なわない設計とする。

113

　周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設備周辺
機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管することによ
り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対
処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設備周辺
機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管することに
より重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。また，重量物の落下による飛散物の
影響を考慮し，影響を受けない位置へ保管することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわ
ない設計とする。具体的には，可搬型重大事故等対処設備と同室に設置する回転機器は，回転機器の
異常により回転速度が上昇することによる回転羽根の損壊を考慮して，「Ｖ－１－１－４－１　安全
機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書」の「５．３　内部発生飛散
物の発生防止対策」の「５．３．２　回転機器の損壊による飛散物」に基づく設計とする。また，可
搬型重大事故等対処設備と同室にあるクレーンその他の搬送機器は，運転時において重量物をつり上
げて搬送するクレーンその他の搬送機器からのつり荷の落下及び逸走によるクレーンその他の搬送機
器の落下を考慮して，「Ｖ－１－１－４－１　安全機能を有する施設が使用される条件の下における
健全性に関する説明書」の「５．３　内部発生飛散物の発生防止対策」の「５．３．１　重量物の落
下による飛散物」に基づく設計とする。

114

　可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等による建
屋外の環境条件の影響を受けない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

4. 環境条件等
(1) 環境条件
b.可搬型重大事故等対
処設備

【4. 環境条件等　(1) 環境条件 b.可搬型重大事故等対処設備】
可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等による建
屋外の環境条件の影響を受けない設計とする。

115

(2)　重大事故等対処設備の設置場所
　重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障が
ないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等によ
り当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から
遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施設の中央制御室で操作可能な
設計とする。

4. 環境条件等
(4) 重大事故等対処設
備の設置場所

【4. 環境条件等　(4)　重大事故等対処設備の設置場所】
重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障が
ないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に
より当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所
から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施設の中央制御室で操作
可能な設計とする。

116

(3)　可搬型重大事故等対処設備の設置場所
　可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備と
の接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所へ
の遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処
理施設の中央制御室で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設計とす
る。

4. 環境条件等
(5) 可搬型重大事故等
対処設備の設置場所

【4. 環境条件等  (5)　可搬型重大事故等対処設備の設置場所】
可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備と
の接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備の設置場所
への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有する緊急時対策所及び
再処理施設の中央制御室で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な設
計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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117

8.2.5   操作性及び試験・検査性
(1)  操作性の確保
　重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教育により，想定される重大事故等が発生した場合に
おいても，確実に操作でき，事業変更許可申請書「六　加工施設において核燃料物質が臨界状態になる
ことその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関す
る事項」ロで考慮した要員数と想定時間内で，アクセスルートの確保を含め重大事故等に対処できる設
計とする。これらの運用に係る体制，管理等については，保安規定に定めて，管理する。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・
検査性

【5. 操作性及び試験・検査性】
重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教育により，想定される重大事故等が発生した場合に
おいても，確実に操作でき，事業変更許可申請書「六　加工施設において核燃料物質が臨界状態にな
ることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に
関する事項」ロで考慮した要員数と想定時間内で，アクセスルートの確保を含め重大事故等に対処で
きる設計とする。これらの運用に係る体制，管理等については，保安規定に定めて，管理する。

118

ａ．操作の確実性
　重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするた
め，重大事故等における条件を考慮し，操作する場所において操作が可能な設計とする。

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするた
め，重大事故等における条件を考慮し，操作する場所において操作が可能な設計とする。

119

　操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作ができるよう，必要に
応じて操作足場を設置する。また，防護具，可搬型照明は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
することを保安規定に定めて，管理する。

【5. 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作ができるよう，必要に
応じて操作足場を設置する。また，防護具，可搬型照明は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配
備することを保安規定に定めて，管理する。

120

　現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実
に作業ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とす
る。可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は車両等による運搬，移動が
できるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張出し又は輪留めによる固定等が可能な設計と
する。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実
に作業ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計と
する。可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は車両等による運搬，移
動ができるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張出し又は輪留めによる固定等が可能な
設計とする。

121
　現場の操作スイッチは，非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とする。また，電源操作が必要
な設備は，感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計とする。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
現場の操作スイッチは，非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とする。また，電源操作が必要
な設備は，感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計とする。

122
　現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作が可能な設計とする。 【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】

現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作が可能な設計とする。

123
　現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方式を統一
することにより，速やかに，容易かつ確実に接続が可能な設計とする。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方式を統一
することにより，速やかに，容易かつ確実に接続が可能な設計とする。

124
　現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識別表示を設置する設計とする。 【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】

現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識別表示を設置する設計とする。

125

　また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，必要な時間内に操作できるよう
に中央監視室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮し
た設計とする。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，必要な時間内に操作できるよう
に中央監視室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員の操作性を考慮
した設計とする。

126

　想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動的機器は，その作動状態の確認
が可能な設計とする。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動的機器は，その作動状態の確認
が可能な設計とする。

＜重大事故等対処設備の操作性＞
⇒重大事故等対処設備が重大事故等時に確実に操作できることを，操
作時間，操作環境，連絡手段等について具体的に示すことを補足説明
する。
・[補足重事9]重大事故等対処設備の操作性・操作環境の成立性

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

5.操作性及び試験・検
査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

5.操作性及び試験・検
査性
(1) 操作性の確保

＜重大事故等対処設備の操作性＞
⇒重大事故等対処設備が重大事故等時に確実に操作できることを，操
作時間，操作環境，連絡手段等について具体的に示すことを補足説明
する。
・[補足重事9]重大事故等対処設備の操作性・操作環境の成立性

820



補足説明すべき項目の抽出
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

127

ｂ．系統の切替性
　重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機能を有する施設としての用途等）以外の用途として重
大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なよう
に，系統に必要な弁等を設ける設計とする。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機能を有する施設としての用途等）以外の用途として重
大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なよ
うに，系統に必要な弁等を設ける設計とする。

128

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性
　可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容易かつ確実に接続でき，かつ，
複数の系統が相互に使用することができるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方式
を用いる設計とし，ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度等の特性に応じたフランジ接
続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。また，同一ポンプを接続するホースは，流量に応じて
口径を統一すること等により，複数の系統での接続方式を考慮した設計とする。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容易かつ確実に接続でき，かつ，
複数の系統が相互に使用することができるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続方
式を用いる設計とし，ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度等の特性に応じたフラン
ジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。また，同一ポンプを接続するホースは，流量に
応じて口径を統一すること等により，複数の系統での接続方式を考慮した設計とする。

129

ｄ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保
　想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所
への運搬及び接続場所への敷設，又は他の設備の被害状況を把握するため，再処理事業所内の屋外道路
及び屋内通路をアクセスルートとして確保できるよう，アクセスルートは以下の設計とする。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所
への運搬及び接続場所への敷設，又は他の設備の被害状況を把握するため，再処理事業所内の屋外道
路及び屋内通路をアクセスルートとして確保するとともに，アクセスルートは以下の設計とする。

130

　アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含め，自然現象，人為事象，溢水，火災を考慮し
ても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する
設計とする。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含めて自然現象，人為事象，溢水，火災を考慮し
ても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数確保する設計とする。
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　アクセスルートに対する自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可
能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセス
ルートに影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），洪水，
風(台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及び森林火災を選定する。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
アクセスルートに対する自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可
能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセス
ルートに影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波（敷地に遡上する津波を含む。），洪
水，風(台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及び森林火災を選定す
る。
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　アクセスルートに対する人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可
能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセス
ルートに影響を与えるおそれのある事象として選定する航空機落下，敷地内における化学物質の漏え
い，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突
その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
アクセスルートに対する人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可
能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，アクセス
ルートに影響を与えるおそれのある事象として選定する航空機落下，敷地内における化学物質の漏え
い，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝
突その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。
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なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突については立地的要因により設計上考慮する必要はない。落雷
及び電磁的障害に対しては，道路面が直接影響を受けることはないことからアクセスルートへの影響は
ない。生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスルートへの影響はない。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突については立地的要因により設計上考慮する必要はない。落
雷及び電磁的障害に対しては，道路面が直接影響を受けることはないことからアクセスルートへの影
響はない。生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスルートへの影響はない。
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　屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響(周辺構造物等の
損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象による影響(風(台風）及び竜巻による飛
来物，積雪並びに火山の影響）及び人為事象による影響(航空機落下，爆発）を想定し，複数のアクセ
スルートの中から状況を確認し，早急に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可能
なホイールローダを使用する。ホイールローダは，必要数として３台に加え，予備として故障時及び点
検保守による待機除外時のバックアップを４台，合計７台を保有数とし，分散して保管する設計とす
る。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
屋外のアクセスルートは，添付書類「Ⅲ-6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関
する説明書」にて考慮する地震の影響(周辺構造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべ
り），その他自然現象による影響(風(台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影響）及び人
為事象による影響(航空機落下，爆発）を想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早
急に復旧可能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダを使用する。ホ
イールローダは，必要数として３台に加え，予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバッ
クアップを４台，合計７台を保有数とし，分散して保管する設計とする。
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　屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上への自然流
下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所に確保する設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

5.操作性及び試験・検
査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型
重大事故等対処設備の
保管場所及びアクセス
ルート

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上への自然流
下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所に確保する設計とする。

【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート】
道路上への自然流下に対する評価手法及び評価結果について説明する。

＜重大事故等対処に係るアクセスルート＞
⇒想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等
対処設備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又
は他の設備の被害状況を把握するためのアクセスルートについて説明
する。
・[補足重事10]可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセス
ルートの評価手法

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

5.操作性及び試験・検
査性
(1) 操作性の確保

＜重大事故等対処設備の操作性＞
⇒重大事故等対処設備が重大事故等時に確実に操作できることを，操
作時間，操作環境，連絡手段等について具体的に示すことを補足説明
する。
・[補足重事9]重大事故等対処設備の操作性・操作環境の成立性

＜重大事故等対処に係るアクセスルート＞
⇒想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等
対処設備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又
は他の設備の被害状況を把握するためのアクセスルートについて説明
する。
・[補足重事10]可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセス
ルートの評価手法
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屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響による周辺斜面の
崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイールローダにより崩
壊箇所を復旧する又は迂回路を確保する設計とする。不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所に
おいては，段差緩和対策を行う設計とする。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
屋外のアクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲
に到達することを想定した上で，ホイールローダにより崩壊箇所を復旧する又は迂回路の整備を行う
ことで，通行性を確保できる設計とする。また，不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所にお
いては，段差緩和対策を行う設計とし，ホイールローダによる復旧を行うことで，通行性を確保でき
る設計とする。
【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート】
ホイールローダの復旧による崩壊土砂及び不等沈下等に対する対処について説明する。

＜重大事故等対処に係るアクセスルート＞
⇒想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等
対処設備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又
は他の設備の被害状況を把握するためのアクセスルートについて説明
する。
・[補足重事10]可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセス
ルートの評価手法
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　屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して，車両はタイヤチェーン
等を装着することにより，通行性を確保できる設計とする。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して，車両はタイヤチェーン
等を装着することにより，通行性を確保できる設計とする。また，道路については，融雪剤を配備す
ることを保安規定に定めて，管理する。
【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート】
・タイヤチェーンを装着できる車両の設置について説明する。
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　屋内のアクセスルートは，「3.1   地震による損傷の防止」の地震を考慮した建屋等に複数確保する
設計とする。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
・屋内のアクセスルートは，添付書類「Ⅲ-6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に
関する説明書」の地震を考慮した建屋等に複数確保する設計とする。
【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート】
・アクセスルートに想定される地震に対する評価結果について説明する。
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5.操作性及び試験・検査性 【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】

屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要因によりアクセスルートへの影響はない。
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　屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する風(台風），竜巻，凍結，高温，降
水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，敷地内における化学物質
の漏えい，近隣工場等の火災，爆発，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部からの衝撃による損傷の
防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する風(台風），竜巻，凍結，高温，降
水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，敷地内における化学物
質の漏えい，近隣工場等の火災，爆発，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部からの衝撃による損
傷の防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。
【Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルート】
・アクセスルートに想定される地震に対する評価結果について説明する。
・屋内のアクセスルートに想定される自然現象及び人為事象に対する評価結果について説明する。
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　再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確保するために，上記の設計に加え，以下を保安規定に定
めて，管理する。
・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又川取水場所Ａ(以下「敷地外水源」という。)の取水場
所及び取水場所への屋外のアクセスルートに遡上するおそれのある津波に対しては，津波警報の解除後
に対応を開始すること。また，津波警報の発令を確認時にこれらの場所において対応中の場合に備え，
非常時対策組織要員及び可搬型重大事故等対処設備を一時的に退避すること。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
　再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確保するために，上記の設計に加え，以下を保安規定に
定めて，管理する。
・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又川取水場所Ａ(以下「敷地外水源」という。)の取水
場所及び取水場所への屋外のアクセスルートに遡上するおそれのある津波に対しては，津波警報の解
除後に対応を開始すること。また，津波警報の発令を確認時にこれらの場所において対応中の場合に
備え，非常時対策組織要員及び可搬型重大事故等対処設備を一時的に退避すること。
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・屋外のアクセスルートは，「3.1　地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響による周辺斜面
の崩壊，道路面のすべりによる崩壊土砂及び不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所において
は，ホイールローダにより復旧すること。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
・屋外のアクセスルートは，「Ⅲ　耐震性に関する説明書」にて考慮する地震の影響による周辺斜面
の崩壊，道路面のすべりによる崩壊土砂及び不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所において
は，ホイールローダにより復旧すること。
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・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して，道路については，融雪
剤を配備すること。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して，道路については，融
雪剤を配備すること。

144
・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品防護具を配備し，必要に応じて着用すること。 【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】

・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品防護具を配備し，必要に応じて着用すること。
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・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為事象のうち森林火災及び近隣工場等の火災に
対しては，消防車による初期消火活動を行うこと。
・屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水を考慮し，防護具を配備し，必要に応じて着用す
ること。また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒防止
及び固縛の措置並びに火災の発生防止対策を実施すること。
・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，移動時及
び作業時の状況に応じて着用すること。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明を
配備すること。

【5 操作性及び試験・検査性 (1) 操作性の確保】
・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為事象のうち森林火災及び近隣工場等の火災
に対しては，消防車による初期消火活動を行うこと。
・屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水を考慮し，防護具を配備し，必要に応じて着用
すること。また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒
防止及び固縛の措置並びに火災の発生防止対策を実施すること。
・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，移動時
及び作業時の状況に応じて着用すること。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照
明を配備すること。
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(2) 試験・検査性
  重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するための試験又
は検査並びに当該機能を健全に維持するための保守及び修理が実施できるよう，機能・性能の確認，漏
えいの有無の確認，分解点検等ができる構造とする。

【5. 操作性及び試験・検査性 (2) 試験・検査性】
 重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するための試験
又は検査並びに当該機能を健全に維持するための保守及び修理が実施できるよう，機能・性能の確
認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる構造とする。
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　試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等が実施可能な設計とする。 【5. 操作性及び試験・検査性 (2) 試験・検査性】

試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等が実施可能な設計とする。
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また，保守及び修理は，維持活動としての点検(日常の運転管理の活用を含む。），取替え，保修等が
実施可能な設計とする。

【5. 操作性及び試験・検査性 (2) 試験・検査性】
また，保守及び修理は，維持活動としての点検(日常の運転管理の活用を含む。），取替え，保修等
が実施可能な設計とする。
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　多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試験又は検査並びに保守及び修理ができる
設計とする。

【5. 操作性及び試験・検査性 (2) 試験・検査性】
多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試験又は検査並びに保守及び修理ができる
設計とする。
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　構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則として分解・開放(非破壊検査を含
む。)が可能な設計とし，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより，
分解・開放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。

【5. 操作性及び試験・検査性 (2) 試験・検査性】
構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則として分解・開放(非破壊検査を含
む。)が可能な設計とし，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することによ
り，分解・開放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

5.操作性及び試験・検
査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2-2　可搬型
重大事故等対処設備の
保管場所及びアクセス
ルート

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

5. 操作性及び試験・
検査性
(1) 操作性の確保

＜重大事故等対処に係るアクセスルート＞
⇒想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等
対処設備の保管場所から設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又
は他の設備の被害状況を把握するためのアクセスルートについて説明
する。
・[補足重事10]可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセス
ルートの評価手法

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

5.操作性及び試験・検
査性
(1) 操作性の確保

Ⅴ-1-1-4-2

5.操作性及び試験・検
査性
(2) 試験・検査性

＜重大事故等対処設備の試験・検査性＞
⇒各重大事故等対処設備の試験・検査性（技術基準への適合性）につ
いて補足説明する。
・［補足重事1］第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処設備
の健全性評価）

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

5.操作性及び試験・検
査性
(2) 試験・検査性

＜重大事故等対処設備の試験・検査性＞
⇒各重大事故等対処設備の試験・検査性（技術基準への適合性）につ
いて補足説明する。
・［補足重事1］第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処設備
の健全性評価）
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8.2.6   地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計
(1)  地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針
基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持が必要な施設については，重大事故等対処施設及び安
全機能を有する施設の耐震設計における設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大
事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対して，必要な機
能が損なわれるおそれがないことを目的として，以下のとおり耐震設計を行う。
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a.　事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定する
機器の特定において，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とした設備
（以下「起因として考慮する設備」という。）は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，閉じ
込め機能を損なわない設計とする。
　起因として考慮する設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設
置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，起因として考慮する設備を支持できる設計
とする。
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b.　地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備（以下「対処する常設重
大事故等対処設備」という。）は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定する重大事故等
を踏まえ，火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対処す
るために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構築
物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な
機能が維持できる設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に
よって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，対処する常設重大事故等対処設備
を支持できる設計並びに重大事故等の対処に係る操作場所及びアクセスルートが保持できる設計とす
る。
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c.　地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備（以下「対処する可搬
型重大事故等対処設備」という。）は，各保管場所における基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し
て，想定する重大事故等を踏まえ，閉じ込め機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対処する
ために必要な機能を損なわないよう，転倒しないよう固縛等の措置を講ずるとともに，動的機器につい
ては加振試験等により地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれな
い設計とする。また，ダクト等の静的機器は，複数の保管場所に分散して保管することにより，地震を
要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に
よって保管する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，保管場所，操作場所及びアクセス
ルートが保持できる設計とする。

　起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常設重大事故等対処設備及び対処する可搬型重大事故
等対処設備は，個別の設備の機能や設計を踏まえて，地震を要因とする重大事故等時において，基準地
震動Ｓｓを1.2倍した地震力による影響によって，機能を損なわない設計とする。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持が必要な施設については，重大事故等対処施設及び
安全機能を有する施設の耐震設計における設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，
重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対して,必要
な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，以下のとおり耐震設計を行う。
a.　事業（変更）許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を仮定
する機器の特定において，基準地震動の1.2倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設計とした設
備（以下「起因として考慮する設備」という。）は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，
閉じ込め機能を損なわない設計とする。
　起因として考慮する設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって
設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，起因として考慮する設備を支持できる
設計とする。
b.　地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備（以下「対処する常設
重大事故等対処設備」という。）は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，想定する重大事
故等を踏まえ，火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因として発生する重大事故等に
対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力によって設置する建物・構
築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必
要な機能が維持できる設計とする。
対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に
よって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，対処する常設重大事故等対処設
備を支持できる設計並びに重大事故等の対処に係る操作場所及びアクセスルートが保持できる設計と
する。
c.　地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備（以下「対処する可
搬型重大事故等対処設備」という。）は，各保管場所における基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に
対して，想定する重大事故等を踏まえ，閉じ込め機能等の地震を要因として発生する重大事故等に対
処するために必要な機能を損なわないよう，転倒しないよう固縛等の措置を講ずるとともに，動的機
器については加振試験等により地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能が
損なわれない設計とする。また，ダクト等の静的機器は，複数の保管場所に分散して保管することに
より，地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。
対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力
によって保管する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，保管場所，操作場所及びアク
セスルートが保持できる設計とする。

　起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常設重大事故等対処設備及び対処する可搬型重大事
故等対処設備は，個別の設備の機能や設計を踏まえて，地震を要因とする重大事故等時において，基
準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力による影響によって，機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

6. 地震を要因とする
重大事故等に対する施
設の耐震設計

<地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方針につ
いて>
⇒地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方針に
ついて補足説明する。
・[補足重事12]重大事故等対処施設の設計の前提となる重大事故等対
処設備の設計要求等について

Ⅲ-6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関する説
明書において1.2Ssのばらつき等の影響確認について，補足説明資料を
作成する。
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(2)地震力の算定方法
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計に用いる動的地震力は，「第１
章　3.自然現象等」における「3.1.1(3)b.(a)入力地震動」の解放基盤表面で定義する基準地震動Ｓｓ
の加速度を1.2倍した地震動により算定した地震力を適用する。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
(2)地震力の算定方法
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計に用いる動的地震力は，「第
１章　3.自然現象等」における「3.1.1(3)b.(a)入力地震動」の解放基盤表面で定義する基準地震動
Ｓｓの加速度を1.2倍した地震動により算定した地震力を適用する。
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(3)荷重の組合せと許容限界
　地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計における荷重の組合せと許容限
界は，以下によるものとする。
 地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計においては，必要な機能である
火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機
能，支持機能等を維持する設計とする。
 建物・構築物に要求される操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機能並びに支持
機能については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度
を確保することで機能を維持できる設計とする。
 機器・配管系に要求される火災感知機能等については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，
当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで機能を維持できる設計とする。
 また，機器・配管系に要求される消火機能，閉じ込め機能については，構造強度を確保するととも
に，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能を維持できる設
計とする。
 可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支援機能等については，可搬型設備の特性に応じて，構造強
度を確保する又は当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能が
維持できる設計とする。

a.　耐震設計上考慮する状態
　地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)建物・構築物
 第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限界」の「a.耐震設計上考慮す
る状態」の「(b)重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震
を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管す
る重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に適用する。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
(3)　荷重の組合せと許容限界
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計における荷重の組合せと許容限
界は，以下によるものとする。
地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計においては，必要な機能である
火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持
機能，支持機能等を維持する設計とする。
建物・構築物に要求される操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機能並びに支持
機能については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強
度を確保することで機能を維持できる設計とする。
機器・配管系に要求される火災感知機能等については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力に対し
て，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで機能を維持できる設計とする。
また，機器・配管系に要求される消火機能，閉じ込め機能については，構造強度を確保するととも
に，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能を維持できる
設計とする。
可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支援機能等については，可搬型設備の特性に応じて，構造強
度を確保する又は当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能
が維持できる設計とする。
a.耐震設計上考慮する状態
　地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)建物・構築物
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.1　耐震設計上考慮する状態」の「(2)　重大事故等対処施
設」の「a.　建物・構築物」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因と
する重大事故等」に読み替えて適用する。なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大
事故等対処施設の建物・構築物も同様に適用する。
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(b)機器・配管系
 第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限界」の「a.　耐震設計上考慮
する状態」の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を
「地震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時の状態
当該設備を保管している状態。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態
MOX燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれがある事故又は地震を要因とする重大
事故等の状態で，対処する可搬型重大事故等対処設備の機能を必要とする状態。
ハ.　設計用自然条件
屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
(b)機器・配管系
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.1　耐震設計上考慮する状態」の「(2)　重大事故等対処施
設」の「b.　機器・配管系」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因と
する重大事故等」に読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時の状態
当該設備を保管している状態。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態
MOX燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれがある事故又は地震を要因とする重
大事故等の状態で，対処する可搬型重大事故等対処設備の機能を必要とする状態。
ハ.　設計用自然条件
屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。
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b.　荷重の種類
(a)建物・構築物
　第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限界」の「b.　荷重の種類」
の「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因
とする重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替えて適用する。な
お，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に適用す
る。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
b.　荷重の種類
(a)建物・構築物
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.2　荷重の種類」の「(2)　重大事故等対処施設」の「a.
建物・構築物」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故
等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替えて適用する。なお，対処する
可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物も同様に適用する。
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(b)機器・配管系
 第1章　共通項目の「3.1.1　耐震設計」の「(4)　荷重の組合せと許容限界」の「b.　荷重の種類」の
「(b)　重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因と
する重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時に作用している荷重
通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載荷重とする。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。
対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。
ハ.　 対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力，積雪荷重及び風荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力を考慮する。屋外に保管する設備につい
ては，積雪荷重及び風荷重も考慮する。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
(b)機器・配管系
「Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針」の「5.1.2　荷重の種類」の「(2)　重大事故等対処施設」の「b.
機器・配管系」に基づく設計とし，その場合において「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故
等」に「地震力」を「基準地震動Ssを1.2倍した地震力」と読み替えて適用する。
(c)可搬型設備
イ.　通常時に作用している荷重
通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載荷重とする。
ロ.　地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。
対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮しな
い。
ハ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力，積雪荷重及び風荷重
対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力を考慮する。屋外に保管する設備につ
いては，積雪荷重及び風荷重も考慮する。

<地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方針につ
いて>
⇒地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方針に
ついて補足説明する。
・[補足重事12]重大事故等対処施設の設計の前提となる重大事故等対
処設備の設計要求等について

Ⅲ-6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関する説
明書において1.2Ssのばらつき等の影響確認について，補足説明資料を
作成する。

<地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方針につ
いて>
⇒地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方針に
ついて補足説明する。
・[補足重事12]重大事故等対処施設の設計の前提となる重大事故等対
処設備の設計要求等について

Ⅲ-6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関する説
明書において1.2Ssのばらつき等の影響確認について，補足説明資料を
作成する。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

6. 地震を要因とする
重大事故等に対する施
設の耐震設計

V-1-1-4-2-3　地震を
要因とする重大事故等
に対する施設の耐震設
計

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

6. 地震を要因とする
重大事故等に対する施
設の耐震設計
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c.荷重の組合せ
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とほかの荷重との組合せは，以下によるものとする。
(a)建物・構築物
イ．起因として考慮する設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，通常時に作
用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2
倍した地震力を組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は対処する可搬型重大事故等
対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固
定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組
み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は対処する可搬型重大事故等
対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・構築物について，通常時に作用している荷重（固定
荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み
合わせる。この組み合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等
を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上
で設定し，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧については，基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
c.荷重の組合せ
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とほかの荷重との組合せは，以下によるものとする。
(a)建物・構築物
イ．起因として考慮する設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，通常時に
作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを
1.2倍した地震力を組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は対処する可搬型重大事故
等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重
（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力
とを組み合わせる。
ハ．対処に用いる常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は対処する可搬型重大
事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・構築物について，通常時に作用している荷
重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用
する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地
震力と組み合わせる。この組み合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超
過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立
性も考慮した上で設定し，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧については，基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧
及び水圧とする。
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(b)機器・配管系
イ．起因として考慮する設備に係る機器・配管系については，通常時に作用している荷重と基準地震動
Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，通常時に作用している荷重と基
準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系について，通常時に作用している荷重，設計
基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時
間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組み合わせについて
は，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の
上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置される施設に
ついては，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
(c)可搬型設備
イ.　対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用している荷重と対処する可搬型重大事故等
対処設備の保管場所における地震力とを組み合わせる。
ロ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考え方について，保管状態であ
ることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。ただし，屋外に設置される施設については，建物・構
築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
(b)機器・配管系
イ．起因として考慮する設備に係る機器・配管系については，通常時に作用している荷重と基準地震
動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，通常時に作用している荷重と
基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力とを組み合わせる。
ハ．対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系について，通常時に作用している荷重，設
計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継
続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組み合わせにつ
いては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に
勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置され
る施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
(c)可搬型設備
イ.　対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用している荷重と対処する可搬型重大事故
等対処設備の保管場所における地震力とを組み合わせる。
ロ.　対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考え方について，保管状態で
あることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。ただし，屋外に設置される施設については，建
物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
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d.荷重の組合せ上の留意事項
イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較して明らかに厳しいことが判
明している場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合に
おいては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と通常時に作用している荷重及びその他必要な荷重とを
組み合わせる。
ハ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，通
常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを1.2倍し
た地震力との組み合わせを考慮する。
ニ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，風荷重の影響が地震
荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，基準地震動Ｓｓを
1.2倍した地震力との組み合わせを考慮する。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
d.荷重の組合せ上の留意事項
イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較して明らかに厳しいことが
判明している場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。
ロ．対処する常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合
においては，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と通常時に作用している荷重及びその他必要な荷重
とを組み合わせる。
ハ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，
通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを1.2
倍した地震力との組み合わせを考慮する。
ニ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，風荷重の影響が地
震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，基準地震動Ｓｓ
を1.2倍した地震力との組み合わせを考慮する。

<地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方針につ
いて>
⇒地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方針に
ついて補足説明する。
・[補足重事12]重大事故等対処施設の設計の前提となる重大事故等対
処設備の設計要求等について

Ⅲ-6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関する説
明書において1.2Ssのばらつき等の影響確認について，補足説明資料を
作成する。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

6. 地震を要因とする
重大事故等に対する施
設の耐震設計
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e.許容限界
　基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のと
おりとする。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
e.許容限界
　地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとおりとする。
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(a) 起因として考慮する設備
起因として考慮する設備となる露出したMOX粉末を取り扱い，さらに火災源を有するグローブボックス
は，閉じ込め機能を維持するため，パネルにき裂や破損が生じないこと及び転倒しない設計とする。ま
た，当該グローブボックスの内装機器の落下・転倒防止機能の確保に当たっては，放射性物質（固体）
の閉じ込めバウンダリを構成する容器等を保持する設備の破損により，容器等が落下又は転倒しない設
計とする。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
(a)起因を考慮する設備
起因として考慮する設備となる露出したMOX粉末を取り扱い，さらに火災源を有するグローブボック
スは，閉じ込め機能を維持するため，パネルにき裂や破損が生じないこと及び転倒しない設計とす
る。また，当該グローブボックスの内装機器の落下・転倒防止機能の確保に当たっては，放射性物質
（固体）の閉じ込めバウンダリを構成する容器等を保持する設備の破損により，容器等が落下又は転
倒しない設計とする。
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 上記の閉じ込め機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震
力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性
限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値と
する。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。
 上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が維持できる許容限界を適切に設定する。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
 上記の閉じ込め機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地
震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断
延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限す
る値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。
　上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が維持できる許容限界を適切に設定する。
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(b)対処する常設重大事故等対処設備
　対処する常設重大事故等対処設備の火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因として発
生する重大事故等に対処するために必要な機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準
地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さな
レベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に
応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。
　上記構造強度の許容限界のほか，消火機能，閉じ込め機能等の維持が必要な設備については，その機
能が維持できる許容限界を適切に設定する。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
(b)対処する常設重大事故等対処設備
　対処する常設重大事故等対処設備の火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因として
発生する重大事故等に対処するために必要な機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，
基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が
小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがな
い限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界と
する。
　上記構造強度の許容限界のほか，消火機能，閉じ込め機能等の維持が必要な設備については，その
機能が維持できる許容限界を適切に設定する。
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(c)対処する可搬型重大事故等対処設備
 対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界は，保管する対処する可搬型重大事故等対処設備の構
造を踏まえて設定する。
 取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた
場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能
に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が
維持できる許容限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能等の維持が必要な設備については，その機能が維持でき
る許容限界を適切に設定する。

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物
並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物
 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物並
びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震
力に対し，建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形等の地
震影響を考慮しても，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の機能が維持できる設
計とする。その上で，耐震評価においては，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設
の必要な機能が発揮できることを確認するため，機能維持に必要となる施設の部材・部位ごとのせん断
ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有することを確認する。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その変形又はひず
みが著しく増加するに至る限界の 大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。

【6. 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計】
(c)対処する可搬型重大事故等対処設備
 対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界は，保管する対処する可搬型重大事故等対処設備の
構造を踏まえて設定する。
 取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの1.2倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じ
た場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の
機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各
機能が維持できる許容限界とする。
上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能等の維持が必要な設備については，その機能が維持で
きる許容限界を適切に設定する。

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築
物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物
 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物
並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを1.2倍した
地震力に対し，建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形
等の地震影響を考慮しても，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の機能が維持
できる設計とする。その上で，耐震評価においては，地震を要因とする重大事故等に対する重大事故
等対処施設の必要な機能が発揮できることを確認するため，機能維持に必要となる施設の部材・部位
ごとのせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有することを確認する。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その変形又はひ
ずみが著しく増加するに至る限界の 大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとす
る。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

6. 地震を要因とする
重大事故等に対する施
設の耐震設計

<地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方針につ
いて>
⇒地震を要因とする重大事故等に対処するための設備等の設計方針に
ついて補足説明する。
・[補足重事12]重大事故等対処施設の設計の前提となる重大事故等対
処設備の設計要求等について

Ⅲ-6　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性に関する説
明書において1.2Ssのばらつき等の影響確認について，補足説明資料を
作成する。
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8.2.7   可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針
可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常
設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその重大事故等に対処するた
めに必要な機能が損なわれることがないことを求められている。
MOX燃料加工施設の重大事故等対処設備の内部火災に対する設計方針については，「5.火災等による損
傷の防止」に示すとおりであり，これを踏まえた，上記の可搬型重大事故等対処設備に求められる設計
方針を達成するための内部火災に対する防護方針を以下に示す。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は
常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその重大事故等に対処す
るために必要な機能が損なわれることがないことを求められている。
MOX燃料加工施設の重大事故等対処設備の内部火災に対する設計方針については，「Ⅴ－１－１－６
火災及び爆発の防止に関する説明書」に示すとおりであり，これを踏まえた，上記の可搬型重大事故
等対処設備に求められる設計方針を達成するための内部火災に対する防護方針を以下に示す。
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(1)  可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止
可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は引火性物
質を内包する設備に対する火災発生防止を講ずるとともに，発火源に対する対策，水素に対する換気及
び漏えい検出対策及び接地対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策を講ずる設計
とする。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は引火性
物質を内包する設備に対する火災発生防止を講ずるとともに，発火源に対する対策，水素に対する換
気及び漏えい検出対策及び接地対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の防止対策を講ず
る設計とする。
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(2)  不燃性又は難燃性材料の使用
可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料
又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，代替材料を使用する設計とする。また，代替材料の使用
が技術上困難な場合は，当該可搬型重大事故等対処設備における火災に起因して，他の可搬型重大事故
等対処設備の火災が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材
料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，代替材料を使用する設計とする。また，代替材料の
使用が技術上困難な場合は，当該可搬型重大事故等対処設備における火災に起因して，他の可搬型重
大事故等対処設備の火災が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。
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(3)  落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止
敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展
に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある
事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的
事象，森林火災及び塩害を選定する。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進
展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与えるおそれが
ある事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生
物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。
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風(台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重大事故等に対処するために必要な機能を
損なうことのないように，自然現象から防護する設計とすることで，火災の発生を防止する。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
風(台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重大事故等に対処するために必要な機能
を損なうことのないように，自然現象から防護する設計とすることで，火災の発生を防止する。
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生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対しては，侵入防止対策によって影響を受けない設計と
する。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対しては，侵入防止対策によって影響を受けない設計
とする。
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津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発火源となり得る自然現象ではなく，火山
の影響についても，火山からMOX燃料加工施設に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考慮す
ると，発火源となり得る自然現象ではない。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発火源となり得る自然現象ではなく，火
山の影響についても，火山からMOX燃料加工施設に到達するまでに降下火砕物が冷却されることを考
慮すると，発火源となり得る自然現象ではない。
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したがって，MOX燃料加工施設で火災を発生させるおそれのある自然現象として，落雷，地震，竜巻(風
(台風）を含む）及び森林火災によって火災が発生しないように，火災防護対策を講ずる設計とする。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
したがって，MOX燃料加工施設で火災を発生させるおそれのある自然現象として，落雷，地震，竜巻
(風(台風）を含む）及び森林火災によって火災が発生しないように，火災防護対策を講ずる設計とす
る。
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(4)  早期の火災感知及び消火
火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，早期の火災
感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれのある火災を早期に感知するとともに，火災の発生場
所を特定するために，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を組み
合わせて設置する設計とする。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，早期の火
災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれのある火災を早期に感知するとともに，火災の発生
場所を特定するために，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有する機器を
組み合わせて設置する設計とする。

177
消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等対処設備に及ばないよう適切に配
置する設計とする。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等対処設備に及ばないよう適切に
配置する設計とする。

178
消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じた容量の消火剤を備える設計と
する。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じた容量の消火剤を備える設計
とする。

179
火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を配備する設
計とする。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を配備する
設計とする。

180

重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルートには，重大事故等が発生した場合のアクセスルート上
の火災に対して初期消火活動ができるよう消火器を配備し，初期消火活動については保安規定に定め
て,管理する。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルートには，重大事故等が発生した場合のアクセスルート
上の火災に対して初期消火活動ができるよう消火器を配備し，初期消火活動については保安規定に定
めて,管理する。

181

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活動が困難
となるところには，固定式消火設備を設置することにより，消火活動が可能な設計とする。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活動が困
難となるところには，固定式消火設備を設置することにより，消火活動が可能な設計とする。

182
消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，蓄電池を内蔵した照明器具を設置する設計とする。 【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，蓄電池を内蔵した照明器具を設置する設計とす
る。

183

(5)  火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の考慮
火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火災感知及び消火の機能，性能が維持さ
れるよう，凍結，風水害，地震時の地盤変位を考慮した設計とする。

【7. 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針】
火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火災感知及び消火の機能，性能が維持
されるよう，凍結，風水害，地震時の地盤変位を考慮した設計とする。

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が
使用される条件の下に
おける健全性に関する
説明書

7. 可搬型重大事故等
対処設備の内部火災に
対する防護方針

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙５②

展開要否 理由
【3. 共通要因故障に対する
考慮等】
(1)共通要因故障に対する考
慮
a. 常設重大事故等対処設備
b. 可搬型重大事故等対処設
備

＜重大事故等対処設備の共通要因
故障に対する考慮＞

[補足重事1] 第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処設備の健全性評
価）

補足-40-1【第54条に対す
る適合性の整理表（重大
事故等対処設備の健全性
評価）】

表　重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領

〇

1.　可搬型重大事故等対処設備の保管場所について

〇

表　可搬型重大事故等対処設備一覧表

〇

図　可搬型重大事故等対処設備の保管場所一覧

〇

2.　保管場所における不等沈下について 〇
2.1 評価手法 〇
2.2 評価結果 〇
3. 保管場所の路面補強について 〇
3.1 保管場所（保管エリア）の路面補強の概要 〇
3.2 鉄筋コンクリート床版の設計 〇
3.3 鉄筋コンクリート床版の液状化に伴う不等沈下低減対策 〇
3.4 鉄筋コンクリート床版の仕様 〇
4. 保管場所における可搬型重大事故等対処設備の重量について 〇
4-1表 西側保管場所及び南側保管場所に配備する可搬型重大事故等対処設備一覧 〇
4-2表 西側保管場所及び南側保管場所に配備する可搬型重大事故等対処設備の総重量 〇

【3. 共通要因故障に対する
考慮等】
(1)共通要因故障に対する考
慮
a. 常設重大事故等対処設備
b. 可搬型重大事故等対処設
備

＜重大事故等対処設備の共通要因
故障に対する考慮＞

[補足重事3] 主要な重大事故等対処設備一覧表 補足-40-10【「実用発電
用原子炉及びその附属施
設の技術基準に関する規
則」の第54条及び第59条
から77条に基づく主要な
重大事故等対処設備一覧
表】

表　主要な重大事故等対処設備一覧表

〇

【3. 共通要因故障に対する
考慮等】
(2)悪影響防止

＜重大事故等対処設備の共用の詳
細＞

[補足重事4] 重大事故等対処設備の共用対象一覧 補足-40-5【共用・相互接
続設備について】

（３）重大事故等対処設備

〇

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

【3. 共通要因故障に対する
考慮等】
(1)共通要因故障に対する考
慮
a. 常設重大事故等対処設備
b. 可搬型重大事故等対処設
備

＜重大事故等対処設備の共通要因
故障に対する考慮＞

[補足重事2]

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用
される条件の下における健
全性に関する説明書

補足-40-7【可搬型重大事
故等対処設備の保管場所
及びアクセスルート】

可搬型重大事故等対処設備の保管・配置場所
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補足説明すべき項目の抽出
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
1. はじめに 〇
2. 想定される悪影響について 〇
3. 自主対策設備の悪影響防止 〇
3.1 自主対策設備の悪影響防止に対する基本的方針 〇
表1.自主対策設備の分類 〇
表2.自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果 〇
1. はじめに 〇

3. 重大事故等対処設備の環境条件について 〇

3.1 一律で設定する環境条件の考慮事項 〇

3.2 重大事故等対処設備の個別で設定する環境条件の考慮事項 〇

表　重大事故等対処設備の環境条件の設定 〇

図　重大事故等対処設備の環境条件の設定 〇

4. 添付資料 〇

参考資料 〇

1. 概要
〇

2. 圧力に係る適合性評価手法 〇

3. 温度に係る適合性評価手法 〇

4. 湿度に係る適合性評価手法 〇

5. 放射線に係る適合性評価手法 〇

別紙-1　重大事故等における健全性評価に用いた実証実験 〇

表1-1　重大事故等対処設備の圧力設計値(耐性値)設定に用いた実証実験 〇

表1-2　重大事故等対処設備の温度設計値(耐性値)設定に用いた実証実験 〇

表1-3　重大事故等対処設備の湿度設計値(耐性値)設定に用いた実証実験 〇

表1-4　重大事故等対処設備の放射線設計値(耐性値)設定に用いた実証実験 〇

1. はじめに 〇
2. 操作性・操作環境 〇
表　重大事故等対策（現場）の成立性確認 〇
添付1　「添付資料1.3.4 重大事故等対策の有効性評価における作業毎の成立性確認結果につい
て」 〇

6. がれき撤去時のホイールローダ作業量及び復旧時間について
〇

6.1 作業体制 〇
6.2 ホイールローダ仕様 〇
6.3 がれき撤去速度の算出 〇
7. 屋外アクセスルート周辺建屋及び機器の耐震性評価について 〇
8. 構造物損壊により発生するがれき及び崩壊土砂の撤去について 〇
12. 保管場所及びアクセスルートの評価対象斜面の抽出について 〇
12.1 保管場所の評価対象斜面の抽出について 〇
12.2 アクセスルートの評価対象斜面の抽出について 〇
14. 屋内外アクセスルート確保のための対策について 〇
16. 森林火災時における保管場所及びアクセスルートへの影響について 〇
16.1 森林火災による影響 〇
16.2 防火帯内における保管場所等周辺の植生火災による影響 〇

【5. 操作性及び試験・検査
性】
(2)試験・検査性

＜重大事故等対処設備の試験・検
査性＞

[補足重事1] 第30条に対する適合性の整理表（重大事故等対処設備の健全性評
価）

補足-40-1【第54条に対す
る適合性の整理表（重大
事故等対処設備の健全性
評価）】

表　重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領

〇

【1. 概要】
【2. 重大事故等対処設備に
対する設計方針】

＜重大事故等対処設備の設計方針
の添付書類への展開＞

[補足重事11] 重大事故等対処設備の設計方針の他添付書類への展開

【6. 地震を要因とする重大
事故等に対する施設の耐震
設計】

<地震を要因とする重大事故等に
対処するための設備等の設計方針
について>

[補足重事12] 重大事故等対処施設の設計の前提となる重大事故等対処設備の設
計要求等について

【4. 環境条件等】
(1)環境条件

[補足重事13] 溢水評価対象の重大事故等対処設備の選定について 【補足-310】その他発電
用原子炉の附属施設のう
ち溢水防護に関する施設

に係る補足説明資料

1.3 溢水評価対象の重大事故等対処設備の選定について

〇

【4. 環境条件等】
(1)環境条件

[補足重事14] 屋外の重大事故等対処設備の竜巻防護設計 補足-70-1【竜巻への配慮
に関する説明書】

1.6屋外重大事故等対処設備の竜巻防護設計
〇

補足-40-2【第14,15,38条
に対する適合性の整理表
（安全設備を含む設計基
準対象施設の健全性評
価）】

－

－

補足-40-2については、第14条安全機
能を有する施設にて整理しているた
め。

補足-40-4【使用済燃料
プール監視カメラ用空冷
装置について】

－
－

MOX施設に同様の設備がないため。

(1)　重要安全施設
－

(1)については、第14条安全機能を有
する施設にて整理しているため。

(2)　安全施設（重要安全施設以外）
－

(2)については、第14条安全機能を有
する施設にて整理しているため。

補足-40-6【基準規則で規
定される施設・設備の整
理】

－

－

MOX施設の施設・設備は安全機能を有
する施設、安全上重要な施設及び重
大事故等対処施設の3分類のみで、煩
雑でないため。

5.斜面崩壊後の土砂堆積の設定における考え方について
－

MOX施設のアクセスルートの敷設にお
いて考慮すべき事項でないため。

9.アクセスルートの段差対策について － 同上
10.地下水位について － 同上
11.相対密度の設定について － 同上
11.1敷地の地質・地質構造 － 同上

11.2保管場所及びアクセスルートの相対密度の設定 － 同上

11.3相対密度の場所的変化の確認 － 同上

13.使用済燃料乾式貯蔵建屋の西側斜面の安定性評価について － 同上

15.盛土（改良土）の仕様について － 同上

15.1盛土（改良土）の設計方針について － 同上

15.2盛土（改良土）の設計仕様 － 同上

17.原子炉建屋付属棟（鉄骨造部）の波及的影響について － MOX施設に同様の設備がないため。

18.廃棄物処理建屋固体廃棄物搬出入設備の波及的影響について
－

同上

補足-40-15【重大事故等
時における現場操作の成
立性について】

補足-40-7【可搬型重大事
故等対処設備の保管場所
及びアクセスルート】

環境条件における機器の健全性評価の手法について

環境条件に対する健全性評価手法

補足-40-13【自主対策設
備の悪影響防止につい
て】

[補足重事8]

[補足重事6] 重大事故等対処設備の環境条件の設定について設定する環境条件
及び環境条件の設定に係る考慮事項

補足-40-12【安全設備及
び重大事故等対処設備の
環境条件の設定につい
て】

環境条件に対する重大事故等対処設備の健全性評価に用いた実証
実験

[補足重事7] 補足-40-3【環境条件にお
ける機器の健全性評価の
手法について】

Ⅴ-1-1-4-2
重大事故等対処設備が使用
される条件の下における健
全性に関する説明書

補足-40-5【共用・相互接
続設備について】

補足-40-7【可搬型重大事
故等対処設備の保管場所
及びアクセスルート】

[補足重事10] 可搬型重大事故等対処設備のアクセスルートの評価手法

【4. 環境条件等】
(1)環境条件
(2)重大事故等時における条
件の影響
(3)自然現象により発生する
荷重の影響
(4)重大事故等対処設備の設
置場所
(5)可搬型重大事故等対処設
備の設置場所

[補足重事5] 自主対策設備の悪影響防止について

想定される悪影響

【5. 操作性及び試験・検査
性】
(1)操作性の確保

＜重大事故等対処設備の操作性＞

＜可搬型重大事故等対処設備に係
るアクセスルート＞

[補足重事9] 重大事故等対処設備の操作性・操作環境の成立性

＜設計基準事故に想定される圧力
等の環境条件＞
＜重大事故等対処設備の環境条件
等＞
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補足説明すべき項目の抽出
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
1 はじめに

－
安有04の補足説明資料にて整理して
いるため。

2 波及的影響評価について － 同上

 (1) 地震 － 同上

 (2) 火災 － 同上

 (3) 溢水 － 同上

 (4) 竜巻 － 同上
 (5) 津波

－
MOX施設は津波の影響がないことを評
価しているため。

 (6) 積雪・火山
－

安有04の補足説明資料にて整理して
いるため。

添付-１ 核物質防護設備の波及的影響評価について － 同上
補足-40-9【原子炉格納容
器内に使用されるテフロ
ン®材の事故時環境下にお
ける影響について】

－

－

MOX施設の事故時の放射線環境は、通
常時と大きく変わらないことから、
テフロン材に対する影響に注視する
必要がないため。

補足-40-11【逃がし安全
弁の環境条件の設定につ
いて】

－
－

重大事故等への対処時に逃がし安全
弁等での減圧を行うことはないた
め。

2. 安全施設の環境条件について 第14条安全機能を有する施設にて整
理しているため。

2.1 一律で設定する環境条件の考慮事項 同上
2.2 安全施設の個別で設定する環境条件の考慮事項 同上

 参考資料

添付２ 耐火壁の溢水防止機能について
－

MOX施設では特定の耐火壁に対して，
溢水防止機能を持たせていないた
め。

添付３ 主蒸気管破断事故起因の重大事故等時を考慮した場合の環境条件について
－

MOX施設では蒸気管破断による事故事
象はないため。

添付４ その他建屋の環境条件について
－

添付資料については、[補足重事7]に
て必要な資料を添付するため。

添付５ 格納容器雰囲気放射線モニタの環境条件の設定方法について
－

発電炉特有の事故事象に対する添付
資料のため。

添付６ 熱収支等により環境温度を設定するエリアの設定方法について － 同上
図１ 空調設備に期待する設備及びエリア － 同上
表１ 重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備 － 同上
図２ 空調設備に期待するエリア － 同上
参考１ 格納容器圧力逃がし装置格納槽の室温評価について － 同上
添付７ 主蒸気管破断事故起因の重大事故等時に期待する設備への対応について － 同上
添付８ 格納容器内雰囲気ガスサンプリング装置，非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ及び非常用
逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの空調について －

同上

添付９ 原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋原子炉棟内）において個別に放射線環境条件を
設定するエリアの設定方法について －

同上

添付１０ 原子炉建屋原子炉棟内の計装設備（伝送器）の遮蔽設計及び環境放射線について － 同上
添付１１ 原子炉格納容器外の建屋内（原子炉建屋の原子炉棟外及びその他の建屋内）において
個別に放射線環境条件を設定するエリアの設定方法について －

同上

添付１２ ほう酸水注入系の放射線環境条件設定 － 同上
添付１３ 使用済燃料プール監視カメラの放射線環境条件設定 － 同上

3.2サプレッション・プール水ｐＨ制御設備 － MOX施設に同様の設備がないため。

3.3格納容器頂部注水系 － 同上
3.4バックアップシール材

－
MOX施設はバックアップシールを使用
する設備がないため。

添付資料1.原子炉格納容器ｐＨ制御による原子炉格納容器への影響の確認について

－

MOX施設に同様の設備がないため。

1. 概要

－

8日目以降の評価としては、事故収束
により影響がないことを示すもので
あり、設備の選定は行わないため

2. 事故後8 日以降の放射線に対する評価を実施する重大事故等対処設備の選定方法

－

同上

3. 事故後8 日以降の放射線に対する評価を実施する重大事故等対処設備の選定結果
－

同上

添付2.「添付資料2.7.2 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の破断面積及び現場環境等
について」 －

同上

添付3.「添付資料1.13.4 水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業における放
射線量等の影響について」 －

同上

添付4.「非常用母線接続作業時の被ばく評価について」 － 同上

添付5.「別紙17 ベント実施に伴うベント操作時の作業員の被ばく評価」 － 同上
補足-40-16【ブローアウ
トパネル関連設備の設計
方針】

－
－

同上

補足-40-15【重大事故等
時における現場操作の成
立性について】

補足-40-13【自主対策設
備の悪影響防止につい
て】

補足-40-12【安全設備及
び重大事故等対処設備の
環境条件の設定につい
て】

補足-40-14【重大事故等
対処設備の事故後８日以
降の放射線に対する評価
について】

補足-40-8【核物質防護設
備の安全設備及び重大事
故等対処設備への波及的
影響の防止について】

「重大事故等対処設備」に係る補足説明について

⇒基本設計方針からの展開で抽出された補足すべき事項と発電炉の補足説明資料の説

明項目を比較した結果、追加で補足すべき事項はない。
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補足説明すべき項目の抽出
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙５③

第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

1. 設計方針の展開の考え方 [補足重事11]

【重事01】重大
事故等対処設備
の設計方針（設
計要求事項）の
他条文の設計方
針への展開方針

設計方針の展開の考え方 △ 前回回次から追加事項はない △ 前回回次から追加事項はない △ 前回回次から追加事項はない

1.
地震を要因とする重大事故等
に対処する設備等の設計方針
の補足説明

[補足重事12]

【重事02】重大
事故等対処施設
の設計の前提と
なる重大事故等
対処設備の設計
要求等について
（MOX燃料加工施
設）

地震を要因とする重大事故等
に対処する設備等の設計方針

△ 前回回次から追加事項はない △ 前回回次から追加事項はない △ 前回回次から追加事項はない

表 適合性一覧表の記載要領 ［補足重事１］

【重事03】安全
機能を有する施
設及び重大事故
等対処設備が使
用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る
重大事故等対処
設備の適合性に
ついて

適合性一覧表の記載要領

【重事03】重
大事故等対処
設備が使用さ
れる条件の下
における健全
性に関する重
大事故等対処
設備の適合性
について

前回回次から追加事項はない △ 前回回次から追加事項はない △ 前回回次から追加事項はない

表
東海第二発電所 第54条に対す
る適合性の整理表

表
MOX燃料加工施設 第30条に対す
る適合性の整理表

重大事故等対処設備の適合性
一覧表

［補足重事１］

【重事03】安全
機能を有する施
設及び重大事故
等対処設備が使
用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る
重大事故等対処
設備の適合性に
ついて

第1回申請対象設備を表に追
加する

【重事03】重
大事故等対処
設備が使用さ
れる条件の下
における健全
性に関する重
大事故等対処
設備の適合性
について

第2回申請対象設備を表に追
加する

〇
第3回申請対象設備を表に追
加する

〇
第4回申請対象設備を表に追
加する

1. 概要 1. 概要 資料概要 資料概要 前回回次から追加事項はない △ 前回回次から追加事項はない △ 前回回次から追加事項はない

2. 適合性評価方針 評価方針 評価方針 前回回次から追加事項はない △ 前回回次から追加事項はない △ 前回回次から追加事項はない

2. 圧力に係る適合性評価手法 3. 圧力に係る適合性評価手法 圧力に係る適合性評価手法 圧力に係る適合性評価手法 圧力に係る適合性評価手法 △ 前回回次から追加事項はない △ 前回回次から追加事項はない

3. 温度に係る適合性評価手法 4. 温度に係る適合性評価手法 温度に係る適合性評価手法 温度に係る適合性評価手法 温度に係る適合性評価手法 △ 前回回次から追加事項はない △ 前回回次から追加事項はない

4. 湿度に係る適合性評価手法 5. 湿度に係る適合性評価手法 湿度に係る適合性評価手法 湿度に係る適合性評価手法 湿度に係る適合性評価手法 △ 前回回次から追加事項はない △ 前回回次から追加事項はない

5. 放射線に係る適合性評価手法 6. 放射線に係る適合性評価手法 放射線に係る適合性評価手法 放射線に係る適合性評価手法 放射線に係る適合性評価手法 △ 前回回次から追加事項はない △ 前回回次から追加事項はない

別紙－１
重大事故等時における健全性評
価に用いた実証試験

別紙－１ 資料概要 ［補足重事８］ － － － － △ 資料概要 △ 前回回次から追加事項はない

表1－1
重大事故等対処設備の圧力設計
値（耐性値）設定に用いた実証
試験

表1－1
重大事故等対処設備の圧力設
計値（耐性値）設定に用いた
実証試験結果

［補足重事８］ － － － － 〇
重大事故等対処設備の圧力設
計値（耐性値）設定に用いた
実証試験結果

〇
第4回申請対象設備を表に追
加する

表1－2
重大事故等対処設備の温度設計
値（耐性値）設定に用いた実証
試験

表1－2
重大事故等対処設備の温度設
計値（耐性値）設定に用いた
実証試験結果

［補足重事８］ － － － － 〇
重大事故等対処設備の温度設
計値（耐性値）設定に用いた
実証試験結果

〇
第4回申請対象設備を表に追
加する

表1－3
重大事故等対処設備の湿度設計
値（耐性値）設定に用いた実証
試験

表1－3
重大事故等対処設備の湿度設
計値（耐性値）設定に用いた
実証試験結果

［補足重事８］ － － － － 〇
重大事故等対処設備の湿度設
計値（耐性値）設定に用いた
実証試験結果

〇
第4回申請対象設備を表に追
加する

表1－4
重大事故等対処設備の放射線設
計値（耐性値）設定に用いた実
証試験

表1－4
重大事故等対処設備の放射線
設計値（耐性値）設定に用い
た実証試験結果

［補足重事８］ － － － － 〇
重大事故等対処設備の放射線
設計値（耐性値）設定に用い
た実証試験結果

〇
第4回申請対象設備を表に追
加する

（３） 重大事故対処設備 (1) 重大事故対処設備
重大事故等対処設備の共用一
覧

［補足重事４］ － － － － 〇
重大事故等対処設備の共用一
覧（第3回申請対象設備の共
用範囲）

〇
重大事故等対処設備の共用一
覧（第2回申請対象設備の共
用範囲）

申請回次

補足40-1　第54条に対する適合性の整理表
（重大事故等対処設備の健全性評価）

重大事故等対処設備の適合性 について

［補足重事７］

東海第二発電所　補足説明資料 MOX燃料加工施設　補足説明資料 記載概要

【重事04】安全
機能を有する施
設及び重大事故
等対処設備が使
用される条件の
下における健全
性に関する
重大事故等対処
設備の環境条件
における
機器の健全性評
価の手法につい
て

【重事04】重
大事故等対処
設備が使用さ
れる条件の下
における健全
性に関する重
大事故等対処
設備の環境条
件における機
器の健全性評
価の手法につ
いて

補足すべき事項

補足-40-3　環境条件における機器の健全性
評価の手法について

重大事故等対処設備の環境条件における機器の
健全性評価の手法について

重大事故等対処設備の設計方針の他添付書類へ
の展開

重大事故等対処設備の設計方針の他添付書
類への展開

地震を要因とする重大事故等に対処するための
設備等の設計方針について

重大事故等対処施設の設計の前提となる重
大事故等対処設備の設計要求等について

補足-40-5　共用・相互接続設備について 共用設備について
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補足説明すべき項目の抽出
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙５③

第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 MOX燃料加工施設　補足説明資料 記載概要 補足すべき事項

1.
可搬型重大事故等対処設備の保
管場所について

1.
可搬型重大事故等対処設備の保
管場所について

可搬型重大事故等対処設備の
保管時の位置的分散

［補足重事２］ － － － － 〇
可搬型重大事故等対処設備の
保管時の位置的分散

△ 前回回次から追加事項はない

表
可搬型重大事故等対処設備一覧
表

表
可搬型重大事故等対処設備一覧
表

可搬型重大事故等対処設備一
覧表

［補足重事２］ － － － － 〇
可搬型重大事故等対処設備一
覧表

△ 前回回次から追加事項はない

図
可搬型重大事故等対処設備の保
管場所一覧

図
可搬型重大事故等対処設備の保
管場所一覧

可搬型重大事故等対処設備の
保管場所一覧

［補足重事２］ － － － － 〇
可搬型重大事故等対処設備の
保管場所一覧

△ 前回回次から追加事項はない

2.
保管場所における不等沈下につ
いて

2.
保管場所における不等沈下につ
いて

保管場所における不等沈下の
評価

［補足重事２］ － － － － 〇
保管場所における不等沈下の
評価

△ 前回回次から追加事項はない

2.1 評価方法 2.1 評価方法 不等沈下の評価方法 ［補足重事２］ － － － － 〇 不等沈下の評価方法 △ 前回回次から追加事項はない
2.2 評価結果 2.2 評価結果 不等沈下の評価結果 ［補足重事２］ － － － － 〇 不等沈下の評価結果 △ 前回回次から追加事項はない

3. 保管場所の路面補強について 3. 保管場所の路面補強について 保管場所の路面補強 ［補足重事２］ － － － － 〇 保管場所の路面補強 △ 前回回次から追加事項はない

3.1
保管場所（保管エリア）の路面
補強の概要

3.1
保管場所（保管エリア）の路面
補強の概要

路面補強の方法及び設計 ［補足重事２］ － － － － 〇 路面補強の方法及び設計 △ 前回回次から追加事項はない

3.2 鉄筋コンクリート床版の設計 3.2 鉄筋コンクリート床版の設計

地震、竜巻時の可搬型重大事
故等対処設備の荷重に対する
健全性及び保管場所の降雨の
排水

［補足重事２］ － － － － 〇

地震、竜巻時の可搬型重大事
故等対処設備の荷重に対する
健全性及び保管場所の降雨の
排水

△ 前回回次から追加事項はない

3.3
鉄筋コンクリート床版の液状化
に伴う不等沈下低減対策

3.3
鉄筋コンクリート床版の液状化
に伴う不等沈下低減対策

液状化の分析及び対応方法 ［補足重事２］ － － － － 〇 液状化の分析及び対応方法 △ 前回回次から追加事項はない

3.4 鉄筋コンクリート床版の仕様 3.4 鉄筋コンクリート床版の仕様
鉄筋コンクリート床版の仕様
図

［補足重事２］ － － － － 〇
鉄筋コンクリート床版の仕様
図

△ 前回回次から追加事項はない

4.
保管場所における可搬型重大事
故等対処設備の重量について

4.
保管場所における可搬型重大事
故等対処設備の重量について

地盤支持力の評価をするため
の保管場所における可搬型重
大事故等対処設備の重量

［補足重事２］ － － － － 〇
地盤支持力の評価をするため
の保管場所における可搬型重
大事故等対処設備の重量

△ 前回回次から追加事項はない

4-1 表
西側保管場所及び南側保管場所
に配備する可搬型重大事故等対
処設備一覧

4-1 表
保管場所に配備する可搬型重大
事故等対処設備一覧

西側保管場所及び南側保管場
所に配備する可搬型重大事故
等対処設備一覧表

［補足重事２］ － － － － 〇
西側保管場所及び南側保管場
所に配備する可搬型重大事故
等対処設備一覧表

△ 前回回次から追加事項はない

4-2 表
西側保管場所及び南側保管場所
に配備する可搬型重大事故等対
処設備の総重量

4-2 表
保管場所に配備する可搬型重大
事故等対処設備の総重量

西側保管場所及び南側保管場
所に配備する可搬型重大事故
等対処設備の総重量

［補足重事２］ － － － － 〇
西側保管場所及び南側保管場
所に配備する可搬型重大事故
等対処設備の総重量

△ 前回回次から追加事項はない

6.
がれき撤去時のホイールローダ
作業量及び復旧時間について

5
がれき撤去時のホイールローダ
作業量及び復旧時間について

がれき撤去時のホイールロー
ダ作業量及び復旧時間につい
て

［補足重事10］ － － － － 〇
がれき撤去時のホイールロー
ダ作業量及び復旧時間につい
て

△ 前回回次から追加事項はない

6.1 作業体制 作業体制
ホイールローダ作業時の作業
体制

［補足重事10］ － － － － 〇
ホイールローダ作業時の作業
体制

△ 前回回次から追加事項はない

6.2 ホイールローダ仕様 ホイールローダ仕様 ホイールローダ仕様 ［補足重事10］ － － － － 〇 ホイールローダ仕様 △ 前回回次から追加事項はない
6.3 がれき撤去速度の算出 がれき撤去速度の算出 がれき撤去速度の算出 ［補足重事10］ － － － － 〇 がれき撤去速度の算出 △ 前回回次から追加事項はない

7.
屋外アクセスルート周辺建屋及
び機器の耐震性評価について

6
屋外アクセスルート周辺建屋及
び機器の耐震性評価について

屋外アクセスルート周辺建屋
及び機器の耐震性評価につい
て

［補足重事10］ － － － － 〇
屋外アクセスルート周辺建屋
及び機器の耐震性評価につい
て

△ 前回回次から追加事項はない

8.
構造物損壊により発生するがれ
き及び崩壊土砂の撤去について

7
構造物損壊により発生するがれ
き及び崩壊土砂の撤去について

ホイールローダの最大けん引
力及び撤去速度の検証

［補足重事10］ － － － － 〇
ホイールローダの最大けん引
力及び撤去速度の検証

△ 前回回次から追加事項はない

12.
保管場所及びアクセスルートの
評価対象斜面の抽出について

8
保管場所及びアクセスルートの
評価対象斜面の抽出について

保管場所及びアクセスルート
の評価対象斜面の抽出につい
て

［補足重事10］ － － － － 〇
保管場所及びアクセスルート
の評価対象斜面の抽出につい
て

△ 前回回次から追加事項はない

12.1
保管場所の評価対象斜面の抽出
について

保管場所の評価対象斜面の抽出
について

保管場所の評価対象斜面の抽
出方法及び抽出結果

［補足重事10］ － － － － 〇
保管場所の評価対象斜面の抽
出方法及び抽出結果

△ 前回回次から追加事項はない

12.2
アクセスルートの評価対象斜面
の抽出について

アクセスルートの評価対象斜面
の抽出について

アクセスルートの評価対象斜
面の抽出方法及び抽出結果

［補足重事10］ － － － － 〇
アクセスルートの評価対象斜
面の抽出方法及び抽出結果

△ 前回回次から追加事項はない

14.
屋内外アクセスルート確保のた
めの対策について

9
屋内外アクセスルート確保のた
めの対策について

燃料加工建屋付属の新設ルー
ト

［補足重事10］ － － 〇
燃料加工建屋付属の新設ルー
ト

△ 前回回次から追加事項はない

16.
森林火災時における保管場所及
びアクセスルートへの影響につ
いて

10
森林火災時における保管場所及
びアクセスルートへの影響につ
いて

森林火災時における保管場所
及びアクセスルートへの影響
について

［補足重事10］ － － － － 〇
森林火災時における保管場所
及びアクセスルートへの影響
について

△ 前回回次から追加事項はない

16.1 森林火災による影響 森林火災による影響
森林火災時による保管場所及
びアクセスルートへの影響評
価

［補足重事10］ － － － － 〇
森林火災時による保管場所及
びアクセスルートへの影響評
価

△ 前回回次から追加事項はない

16.2
防火帯内における保管場所等周
辺の植生火災による影響

防火帯内における保管場所等周
辺の植生火災による影響

防火帯内における保管場所等
周辺の植生火災による保管場
所及びアクセスルートへの影
響評価

［補足重事10］ － － － － 〇

防火帯内における保管場所等
周辺の植生火災による保管場
所及びアクセスルートへの影
響評価

△ 前回回次から追加事項はない

5.1

5.2
5.3

8.1

8.2

10.1

補足-40-7　可搬型重大事故等対処設備の保
管場所及びアクセスルート

可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアク
セスルート

10.2
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補足説明すべき項目の抽出
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙５③

第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 MOX燃料加工施設　補足説明資料 記載概要 補足すべき事項

表
主要な重大事故等対処設備一覧
表

表
主要な重大事故等対処設備一覧
表

主要な重大事故等対処設備一
覧表

［補足重事３］ － －

【重事06】
重大事故等対
処設備が使用
される条件の
下における健
全性に関する
「加工施設の
技術基準に関
する規則」の
第30条及び32
条から39条に
基づく主要な
重大事故等対
処設備一覧表

主要な重大事故等対処設備一
覧表

〇
第3回申請対象設備の個別条
件に関する説明を追加する

〇
第4回申請対象設備の個別条
件に関する説明を追加する

3.
重大事故等対処設備の環境条件
について

1 概要
重大事故等対処設備の環境条
件の設定の概要

［補足重事６］

【重事05】安全
機能を有する施
設及び重大事故
等対処設備が使
用される条件の
下における健全
性に関する重大
事故等対処設備
の環境条件の設
定について

重大事故等対処設備の環境条
件の設定の概要

【重事05】重
大事故等対処
設備が使用さ
れる条件の下
における健全
性に関する重
大事故等対処
設備の環境条
件の設定につ
いて

第１回ですべて説明されるた
め追加事項なし

△
第１回ですべて説明されるた
め追加事項なし

△
第１回ですべて説明されるた
め追加事項なし

2
重大事故等対処設備の環境条件
について

－ － － － － － － － － －

3.1
一律で設定する環境条件の考慮
事項

2.1 環境圧力
重大事故等対処設備の環境圧
力の設定及び設定の考え方

［補足重事６］

【重事05】安全
機能を有する施
設及び重大事故
等対処設備が使
用される条件の
下における健全
性に関する重大
事故等対処設備
の環境条件の設
定について

重大事故等対処設備を設置・
保管場所（屋外、燃料加工建
屋）の環境条件及びその考慮
事項

【重事05】重
大事故等対処
設備が使用さ
れる条件の下
における健全
性に関する重
大事故等対処
設備の環境条
件の設定につ
いて

重大事故等対処設備を設置・
保管場所（ＧＢ内）の環境条
件及びその考慮事項

△
第２回ですべて説明されるた
め追加事項なし

△
第２回ですべて説明されるた
め追加事項なし

3.2
重大事故等対処設備の個別で設
定する環境条件の考慮事項

2.2 環境温度
重大事故等対処設備の環境温
度の設定及び設定の考え方

［補足重事６］

【重事05】安全
機能を有する施
設及び重大事故
等対処設備が使
用される条件の
下における健全
性に関する重大
事故等対処設備
の環境条件の設
定について

重大事故等対処設備を設置・
保管場所（屋外、燃料加工建
屋）の環境条件及びその考慮
事項

【重事05】重
大事故等対処
設備が使用さ
れる条件の下
における健全
性に関する重
大事故等対処
設備の環境条
件の設定につ
いて

重大事故等対処設備を設置・
保管場所（ＧＢ内）の環境条
件及びその考慮事項

△
第２回ですべて説明されるた
め追加事項なし

△
第２回ですべて説明されるた
め追加事項なし

2.3 環境湿度
重大事故等対処設備の環境湿
度の設定及び設定の考え方

［補足重事６］

【重事05】安全
機能を有する施
設及び重大事故
等対処設備が使
用される条件の
下における健全
性に関する重大
事故等対処設備
の環境条件の設
定について

重大事故等対処設備を設置・
保管場所（屋外、燃料加工建
屋）の環境条件及びその考慮
事項

【重事05】重
大事故等対処
設備が使用さ
れる条件の下
における健全
性に関する重
大事故等対処
設備の環境条
件の設定につ
いて

重大事故等対処設備を設置・
保管場所（ＧＢ内）の環境条
件及びその考慮事項

△
第２回ですべて説明されるた
め追加事項なし

△
第２回ですべて説明されるた
め追加事項なし

2.4 放射線
重大事故等対処設備の放射線
の設定及び設定の考え方

［補足重事６］

【重事05】安全
機能を有する施
設及び重大事故
等対処設備が使
用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る
重大事故等対処
設備の環境条件
の設定について

重大事故等対処設備を設置・
保管場所（屋外、燃料加工建
屋）の環境条件及びその考慮
事項

【重事05】重
大事故等対処
設備が使用さ
れる条件の下
における健全
性に関する重
大事故等対処
設備の環境条
件の設定につ
いて

重大事故等対処設備を設置・
保管場所（ＧＢ内）の環境条
件及びその考慮事項

△
第２回ですべて説明されるた
め追加事項なし

△
第２回ですべて説明されるた
め追加事項なし

補足-40-12　安全設備及び重大事故等対処設
備の環境条件の設定について

重大事故等対処設備の環境条件の設定について

補足-40-10　「実用発電用原子炉及びその附
属施設の技術基準に関する規則」の第54条及
び第59条から77条に基づく主要な重大事故等
対処設備一覧表

「加工施設の技術基準に関する規則」の第30条
及び第31条から39条に基づく主要な重大事故等
対処設備一覧表
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補足説明すべき項目の抽出
（第三十条 重大事故等対処設備）

別紙５③

第1回 第1回　記載概要 第2回 第2回　記載概要 第3回 第3回　記載概要 第4回 第4回　記載概要

申請回次
東海第二発電所　補足説明資料 MOX燃料加工施設　補足説明資料 記載概要 補足すべき事項

別紙 添付資料の一覧 ［補足重事７］

【重事05】安全
機能を有する施
設及び重大事故
等対処設備が使
用される条件の
下における健全
性に関する重大
事故等対処設備
の環境条件の設
定について

別紙の一覧

【重事05】重
大事故等対処
設備が使用さ
れる条件の下
における健全
性に関する重
大事故等対処
設備の環境条
件の設定につ
いて

添付資料の一覧

別紙1-1
MOX燃料加工施設における圧力
の設定の考え方

環境条件（圧力）設定に関す
る詳細

［補足重事７］

【重事05】安全
機能を有する施
設及び重大事故
等対処設備が使
用される条件の
下における健全
性に関する重大
事故等対処設備
の環境条件の設
定について

重大事故等対処設備を設置・
保管場所（屋外、燃料加工建
屋）の環境条件（圧力）設定
に関する詳細

【重事05】重
大事故等対処
設備が使用さ
れる条件の下
における健全
性に関する重
大事故等対処
設備の環境条
件の設定につ
いて

重大事故等対処設備を設置・
保管場所（GB内）の環境条件
（圧力）設定に関する詳細

△
第２回ですべて説明されるた
め追加事項なし

△
第２回ですべて説明されるた
め追加事項なし

別紙1-2
MOX燃料加工施設における温度
の設定の考え方

環境条件（温度）設定に関す
る詳細

［補足重事７］

【重事05】安全
機能を有する施
設及び重大事故
等対処設備が使
用される条件の
下における健全
性に関する重大
事故等対処設備
の環境条件の設
定について

重大事故等対処設備を設置・
保管場所（屋外、燃料加工建
屋）の環境条件（温度）設定
に関する詳細

【重事05】重
大事故等対処
設備が使用さ
れる条件の下
における健全
性に関する重
大事故等対処
設備の環境条
件の設定につ
いて

重大事故等対処設備を設置・
保管場所（GB内）の環境条件
（温度）設定に関する詳細

△
第２回ですべて説明されるた
め追加事項なし

△
第２回ですべて説明されるた
め追加事項なし

別紙1-3
MOX燃料加工施設における放射
線の設定の考え方

環境条件（放射線）設定に関
する詳細

［補足重事７］

【重事05】安全
機能を有する施
設及び重大事故
等対処設備が使
用される
条件の下におけ
る健全性に関す
る
重大事故等対処
設備の環境条件
の設定について

重大事故等対処設備を設置・
保管場所（屋外、燃料加工建
屋）の環境条件（放射線）設
定に関する詳細

【重事05】重
大事故等対処
設備が使用さ
れる条件の下
における健全
性に関する重
大事故等対処
設備の環境条
件の設定につ
いて

重大事故等対処設備を設置・
保管場所（GB内）の環境条件
（放射線）設定に関する詳細

△
第２回ですべて説明されるた
め追加事項なし

△
第２回ですべて説明されるた
め追加事項なし

1. はじめに 1 はじめに 資料概要 ［補足重事５］ － － － － 〇 資料概要 △ 前回回次から追加事項はない

2. 想定される悪影響について 2. 想定される悪影響について
自主対策設備の直接的・間接
的な影響に対する考慮

［補足重事５］ － － － － 〇
自主対策設備の直接的・間接
的な影響に対する考慮

△ 前回回次から追加事項はない

3. 自主対策設備の悪影響防止 3. 自主対策設備の悪影響防止 自主対策設備の悪影響防止 ［補足重事５］ － － － － 〇 自主対策設備の悪影響防止 △ 前回回次から追加事項はない

3.1
自主対策設備の悪影響防止に対
する基本的方針

3.1
自主対策設備の悪影響防止に対
する基本的方針

自主対策設備の悪影響防止に
対する基本的方針

［補足重事５］ － － － － 〇
自主対策設備の悪影響防止に
対する基本的方針

△ 前回回次から追加事項はない

1. はじめに はじめに 資料概要 ［補足重事９］ － － － － 〇 資料概要 △ 前回回次から追加事項はない

2. 操作性・操作環境 操作性・操作環境
操作時間、操作環境、連絡手
段、操作性

［補足重事９］ － － － － 〇
操作時間、操作環境、連絡手
段、操作性

△ 前回回次から追加事項はない

表
重大事故等対策（現場）の成立
性確認

重大事故等対策（現場）の成立
性確認

重大事故等対策（現場）の成
立性確認表

［補足重事９］ － － － － 〇
重大事故等対策（現場）の成
立性確認表

△ 前回回次から追加事項はない

添付１
「添付資料1.3.4 重大事故等対
策の有効性評価における作業毎
の成立性確認結果について」

「添付資料1.3.4 重大事故等対
策の有効性評価における作業毎
の成立性確認結果について」

重大事故等対策の有効性評価
における作業毎の成立性確認
結果

［補足重事９］ － － － － 〇
重大事故等対策の有効性評価
における作業毎の成立性確認
結果

△ 前回回次から追加事項はない

－：当該申請回次で記載しない項目

補足-40-15　重大事故等時における現場操作
の成立性について

重大事故等時における現場操作の成立性につい
て

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

補足-40-13　自主対策設備の悪影響防止につ 自主対策設備の悪影響防止について

添付資料4.
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第 1章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.2  重大事故等対処設備 

8.2.1  重大事故等対処設備に対する設計方針 

MOX 燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，重大事故の

発生を防止するために，また，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止する

ため，及び MOX 燃料加工施設を設置する事業所(再処理事業所)外への放射性物質の異常な水準の

放出を防止するために，重大事故等対処設備を設けるとともに，必要な運用上の措置等を講ずる

設計とする。 

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件を考慮した上で期待する機能が発揮で

きる設計とする。 

また，重大事故等対処設備が機能を発揮するために必要な系統(供給源から供給先まで，経路

を含む。)で構成する。 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件(重大事故等に対処する

ために必要な機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設と共用することにより安全

性が向上し，かつ，MOX 燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる

設計とする。重大事故等対処設備を共用する場合には，再処理施設の重大事故等への対処を考慮

した個数及び容量を確保する。 

また，同時に発生する再処理施設の重大事故等による環境条件の影響について考慮する。 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外部からの影響に

よる機能喪失の要因となる事象(以下「外的事象」という。)を要因とする重大事故等に対処する

ものについて，常設のものと可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち常設のものをいう。 

また，常設重大事故等対処設備であって耐震重要施設に属する安全機能を有する施設が有する

機能を代替するものを「常設耐震重要重大事故等対処設備」，常設重大事故等対処設備であって

常設耐震重要重大事故等対処設備以外のものを「常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重

大事故等対処設備」という。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち可搬型のものをいう。 

重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，製作及び検査にあたっては，現行国内法規に基づ

く規格及び基準によるものとするが，必要に応じて，使用実績があり，信頼性の高い国外規格及

び基準によるものとする。重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，保安規定に基づく要領

類に従い，施設管理計画における保全プログラムを策定し，設備の維持管理を行う。 

なお，重大事故等対処設備を構成する設備,機器のうち，一般消耗品又は設計上交換を想定し

ている部品(安全に係わる設計仕様に変更のないもので，特別な工事を要さないものに限る。)及

び通信連絡設備，安全避難通路(照明設備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については，適切な時期に交換を

行うことで設備の維持管理を行う。 

第 1章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.2  重大事故等対処設備 

8.2.1  重大事故等対処設備に対する設計方針 

MOX 燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，重大事故の

発生を防止するために，また，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止する

ため，及び MOX 燃料加工施設を設置する事業所(再処理事業所)外への放射性物質の異常な水準の

放出を防止するために，重大事故等対処設備を設けるとともに，必要な運用上の措置等を講ずる

設計とする。 

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件を考慮した上で期待する機能が発揮で

きる設計とする。 

また，重大事故等対処設備が機能を発揮するために必要な系統(供給源から供給先まで，経路

を含む。)で構成する。 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件(重大事故等に対処する

ために必要な機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設と共用することにより安全

性が向上し，かつ，MOX 燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる

設計とする。重大事故等対処設備を共用する場合には，再処理施設の重大事故等への対処を考慮

した個数及び容量を確保する。 

また，同時に発生する再処理施設の重大事故等による環境条件の影響について考慮する。 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外部からの影響に

よる機能喪失の要因となる事象(以下「外的事象」という。)を要因とする重大事故等に対処する

ものについて，常設のものと可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち常設のものをいう。 

また，常設重大事故等対処設備であって耐震重要施設に属する安全機能を有する施設が有する

機能を代替するものを「常設耐震重要重大事故等対処設備」，常設重大事故等対処設備であって

常設耐震重要重大事故等対処設備以外のものを「常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重

大事故等対処設備」という。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち可搬型のものをいう。 

重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，製作及び検査にあたっては，現行国内法規に基づ

く規格及び基準によるものとするが，必要に応じて，使用実績があり，信頼性の高い国外規格及

び基準によるものとする。重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，保安規定に基づく要領

類に従い，施設管理計画における保全プログラムを策定し，設備の維持管理を行う。 

なお，重大事故等対処設備を構成する設備,機器のうち，一般消耗品又は設計上交換を想定し

ている部品(安全に係わる設計仕様に変更のないもので，特別な工事を要さないものに限る。)及

び通信連絡設備，安全避難通路(照明設備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については，適切な時期に交換を

行うことで設備の維持管理を行う。 

【凡例】 

下線部は，第 1回申請箇所を示す。 
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MOX 燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，重大事故の

発生を防止するために，また，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止する

ため，及び MOX 燃料加工施設を設置する事業所(再処理事業所)外への放射性物質の異常な水準の

放出を防止するために，必要な運用上の措置等を講ずることを保安規定に定めて，管理する。 

なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及び保障措置の設備は，設備間において相互影響

を考慮した設計とする。 

 

8.2.2  共通要因故障に対する考慮等 

(1) 共通要因故障に対する考慮 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計とする。共通要因としては，重大事故

等における条件，自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響及び事業(変更)許可を受けた設計

基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした事象を考慮する。 

共通要因のうち重大事故等における条件については，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮する。 

共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せに

ついては，地震，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を考慮する。 

共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，

電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定する。故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムについては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講ずることとする。 

共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢水，火災による波及的影響及び内部発生

飛散物を考慮する。 

共通要因のうち事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件

を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，内的事象を要因とする重大事故等に対処

するものと外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重

大事故等が発生した場合における環境条件に対して健全性を確保することにより，信頼性が十

分に高い設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程

の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連す

る工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。その他の常設重大事故等

対処設備についても，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮した設計とする。 

MOX 燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，重大事故の

発生を防止するために，また，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止する

ため，及び MOX 燃料加工施設を設置する事業所(再処理事業所)外への放射性物質の異常な水準の

放出を防止するために，必要な運用上の措置等を講ずることを保安規定に定めて，管理する。 

なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及び保障措置の設備は，設備間において相互影響

を考慮した設計とする。 

 

8.2.2  共通要因故障に対する考慮等 

(1) 共通要因故障に対する考慮 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計とする。共通要因としては，重大事故

等における条件，自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響及び事業(変更)許可を受けた設計

基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした事象を考慮する。 

共通要因のうち重大事故等における条件については，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮する。 

共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せに

ついては，地震，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を考慮する。 

共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，

電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定する。故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムについては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講ずることとする。 

共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢水，火災による波及的影響及び内部発生

飛散物を考慮する。 

共通要因のうち事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件

を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，内的事象を要因とする重大事故等に対処

するものと外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重

大事故等が発生した場合における環境条件に対して健全性を確保することにより，信頼性が十

分に高い設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程

の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連す

る工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。その他の常設重大事故等

対処設備についても，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮した設計とする。 
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なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX 燃料加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物

質等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象

であるグローブボックス内での火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故

への連鎖は想定されないことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間での重

大事故等対処設備の共用は行わない設計とする。 

重大事故等における条件に対して常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる

設計とする。 

常設重大事故等対処設備は，「2. 地盤」に基づく地盤に設置し，地震，津波及び火災に対し

ては，「3.1 地震による損傷の防止」，「3.2 津波による損傷の防止」及び「5. 火災等による

損傷の防止」に基づく設計とする。 

事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした

外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能

を期待する常設重大事故等対処設備は，「8.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とする。 

また，溢水及び火災に対して常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設

備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，健全性を確保する設計とす

る。 

常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，

電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対する健全性を確保する設計とする。 

周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対して，回転羽の損壊により飛散物を発生さ

せる回転機器について回転体の飛散を防止する設計とし，常設重大事故等対処設備が機能を損

なわない設計とする。 

環境条件に対する健全性については，「8.2.4 環境条件等」に基づく設計とする。 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全

機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事

象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生し

た場合における環境条件に対して健全性を確保すること，位置的分散を図ることにより信頼性

が十分に高い設計とする。その他の可搬型重大事故等対処設備についても，可能な限り多様性，

独立性，位置的分散を考慮した設計とする。 

なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX 燃料加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物

質等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象

であるグローブボックス内での火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故

への連鎖は想定されないことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間での重

なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX 燃料加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物

質等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象

であるグローブボックス内での火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故

への連鎖は想定されないことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間での重

大事故等対処設備の共用は行わない設計とする。 

重大事故等における条件に対して常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる

設計とする。 

常設重大事故等対処設備は，「2. 地盤」に基づく地盤に設置し，地震，津波及び火災に対し

ては，「3.1 地震による損傷の防止」，「3.2 津波による損傷の防止」及び「5. 火災等による

損傷の防止」に基づく設計とする。 

事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした

外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能

を期待する常設重大事故等対処設備は，「8.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とする。 

また，溢水及び火災に対して常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設

備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，健全性を確保する設計とす

る。 

常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，

電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対する健全性を確保する設計とする。 

周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対して，回転羽の損壊により飛散物を発生さ

せる回転機器について回転体の飛散を防止する設計とし，常設重大事故等対処設備が機能を損

なわない設計とする。 

環境条件に対する健全性については，「8.2.4 環境条件等」に基づく設計とする。 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全

機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事

象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生し

た場合における環境条件に対して健全性を確保すること，位置的分散を図ることにより信頼性

が十分に高い設計とする。その他の可搬型重大事故等対処設備についても，可能な限り多様性，

独立性，位置的分散を考慮した設計とする。 

なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX 燃料加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物

質等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象

であるグローブボックス内での火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故

への連鎖は想定されないことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間での重
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大事故等対処設備の共用は行わない設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズム，設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置

その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とす

る。 

重大事故等における条件に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発

生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮でき

る設計とする。 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「2. 地盤」に基づく地盤に設置された建屋

等に位置的分散することにより，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大

事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないように保管する設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「3.1 地震による損傷の防止」に示す地震に

より，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の措置をするとともに，「3.1 地震

による損傷の防止」の地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不

等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等により必要な機能

を喪失しない複数の保管場所に位置的分散することにより，設計基準事故に対処するための設

備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時

にその機能が損なわれるおそれがないように保管する設計とする。 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因と

した外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する可搬型重大事故等対処設備は，「8.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，「3.2 津波による損傷の防

止」に示す津波による影響を受けない位置に設置する設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響を受けるおそれのない場所を

選定することとし，使用時に津波による影響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津

波に対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「5. 火災等による損傷の防止」に基づく設計

とするとともに，「8.2.7 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく

火災防護を行う設計とする。 

溢水，火災及び内部発生飛散物に対して可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処

するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，位置的分散を図る設計とする。 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における

化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して，外部からの衝撃による

大事故等対処設備の共用は行わない設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズム，設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置

その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とす

る。 

重大事故等における条件に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発

生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮でき

る設計とする。 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「2. 地盤」に基づく地盤に設置された建屋

等に位置的分散することにより，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大

事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないように保管する設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「3.1 地震による損傷の防止」に示す地震に

より，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の措置をするとともに，「3.1 地震

による損傷の防止」の地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不

等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等により必要な機能

を喪失しない複数の保管場所に位置的分散することにより，設計基準事故に対処するための設

備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時

にその機能が損なわれるおそれがないように保管する設計とする。 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因と

した外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する可搬型重大事故等対処設備は，「8.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，「3.2 津波による損傷の防

止」に示す津波による影響を受けない位置に設置する設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響を受けるおそれのない場所を

選定することとし，使用時に津波による影響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津

波に対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「5. 火災等による損傷の防止」に基づく設計

とするとともに，「8.2.7 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく

火災防護を行う設計とする。 

溢水，火災及び内部発生飛散物に対して可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処

するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，位置的分散を図る設計とする。 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における

化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して，外部からの衝撃による
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損傷の防止が図られた建屋等内に保管し，かつ，設計基準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処

設備を設置する場所と異なる場所に保管する設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムに対して，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常

設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設

置する建屋の外壁から 100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管するとともに異なる場所に

も保管することで位置的分散を図る設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における

化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して健全性を確保する設計と

する。 

環境条件に対する健全性については，「8.2.4 環境条件等」に基づく設計とする。 

c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口 

MOX 燃料加工施設における重大事故等の対処においては，建屋等の外から可搬型重大事故等

対処設備を常設重大事故等対処設備に接続して水又は電力を供給する必要のない設計とする。 

(2) 悪影響防止 

重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備(安全機能を有する施設，当該重大事故等

対処設備以外の重大事故等対処設備，再処理施設及び再処理施設の重大事故等対処設備を含む。)

に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を考慮し，他の設備への影響としては，重大

事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響(電気的な影響を含む。），内部発生飛散物によ

る影響並びに竜巻により飛来物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

系統的な影響について，重大事故等対処設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設と

して使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前

(通常時)の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用すること等により，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型放水砲については，燃料加工建屋への放水により，当該設備の使用を想定する重大事故

時において必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影響については，回転機器の破損を想定し，

回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影響については，外部からの衝撃による損傷の

損傷の防止が図られた建屋等内に保管し，かつ，設計基準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処

設備を設置する場所と異なる場所に保管する設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムに対して，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常

設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設

置する建屋の外壁から 100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管するとともに異なる場所に

も保管することで位置的分散を図る設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における

化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して健全性を確保する設計と

する。 
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c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口 

MOX 燃料加工施設における重大事故等の対処においては，建屋等の外から可搬型重大事故等

対処設備を常設重大事故等対処設備に接続して水又は電力を供給する必要のない設計とする。 
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る影響並びに竜巻により飛来物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

系統的な影響について，重大事故等対処設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設と

して使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前
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ての系統構成とすること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，安全機能を有する施設
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(可搬型放水砲に係る基本設計方針については，可搬型放水砲を申請する申請書で示す。) 

 

重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影響については，回転機器の破損を想定し，

回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影響については，外部からの衝撃による損傷の
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防止が図られた建屋等内に設置又は保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る，又は，風荷重を考慮し，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は必要に応じて固縛等の

措置をとることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件(重大事故等に対処する

ために必要な機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設と共用することにより安全

性が向上し，かつ，MOX 燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる

設計とする。 

 

8.2.3  個数及び容量 

(1)  常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事

象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系統設

計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統又はこれらの系統と可搬型重大事故等対処設備の

組合せにより達成する。 

「容量」とは，消火剤量，蓄電池容量，タンク容量，発電機容量，計装設備の計測範囲及び作

動信号の設定値等とする。 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に十分に余裕がある容量を有する設計とする

とともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた個数を

確保する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施設の系統及び機器を使用するものについ

ては，安全機能を有する施設の容量の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量に対して十分

であることを確認した上で，安全機能を有する施設としての容量と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機

器を使用するものについては，系統の目的に応じて必要な個数及び容量を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用する常設重大事故等対処設備は，MOX 燃料

加工施設及び再処理施設における重大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計と

する。 

(2)  可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその

事象の進展を考慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系

統の組合せ又はこれらの系統と常設重大事故等対処設備の組合せにより達成する。 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，計測器の計測範囲等とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量に対して十分に余裕がある容量

を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保する

設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用することで，設置の効率化，被ばくの低

減が図れるものは，同時に要求される可能性がある複数の機能に必要な容量を合わせた設計と

防止が図られた建屋等内に設置又は保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る，又は，風荷重を考慮し，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は必要に応じて固縛等の

措置をとることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件(重大事故等に対処する

ために必要な機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設と共用することにより安全

性が向上し，かつ，MOX 燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる

設計とする。 

 

8.2.3  個数及び容量 

(1)  常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事

象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系統設

計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統又はこれらの系統と可搬型重大事故等対処設備の

組合せにより達成する。 

「容量」とは，消火剤量，蓄電池容量，タンク容量，発電機容量，計装設備の計測範囲及び作

動信号の設定値等とする。 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に十分に余裕がある容量を有する設計とする

とともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた個数を

確保する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施設の系統及び機器を使用するものについ

ては，安全機能を有する施設の容量の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量に対して十分

であることを確認した上で，安全機能を有する施設としての容量と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機

器を使用するものについては，系統の目的に応じて必要な個数及び容量を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用する常設重大事故等対処設備は，MOX 燃料

加工施設及び再処理施設における重大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計と

する。 

(2)  可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその

事象の進展を考慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系

統の組合せ又はこれらの系統と常設重大事故等対処設備の組合せにより達成する。 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，計測器の計測範囲等とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量に対して十分に余裕がある容量

を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保する

設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用することで，設置の効率化，被ばくの低

減が図れるものは，同時に要求される可能性がある複数の機能に必要な容量を合わせた設計と
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し，兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要な個数(必要数)に加え，予備として

故障時のバックアップ及び点検保守による待機除外時のバックアップを合わせて必要数以上確

保する設計とする。 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，安全上重要な施設の安全機

能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等については，当該系統の範囲ごと

に重大事故等への対処に必要な設備を 1セット確保する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用する可搬型重大事故等対処設備は，MOX

燃料加工施設及び再処理施設における重大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設

計とする。 

 

8.2.4  環境条件等 

(1) 環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因と

する重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合におけ

る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場

所(使用場所)及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な設計と

する。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧力，湿度，放射線，荷重に

加えて，重大事故による環境の変化を考慮した環境温度，環境圧力，環境湿度による影響，重大

事故等時に汽水を供給する系統への影響，自然現象による影響，人為事象の影響及び周辺機器等

からの影響を考慮する。 

荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧力

及び自然現象による荷重を考慮する。 

自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等

対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，

高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象

による荷重の組合せについては，地震，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を考慮する。 

人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等

対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれのある事象として，敷地内における化学物質の漏えい及

び電磁的障害を選定する。 

なお，これらの自然現象及び人為事象については，設計基準対象施設について考慮する「3.3 

外部からの衝撃による損傷の防止」に示す条件を考慮する。 

重大事故等の要因となるおそれとなる事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定し

た条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。 

し，兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要な個数(必要数)に加え，予備として

故障時のバックアップ及び点検保守による待機除外時のバックアップを合わせて必要数以上確
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閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，安全上重要な施設の安全機

能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等については，当該系統の範囲ごと

に重大事故等への対処に必要な設備を 1セット確保する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用する可搬型重大事故等対処設備は，MOX

燃料加工施設及び再処理施設における重大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設

計とする。 
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重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因と

する重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合におけ

る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場

所(使用場所)及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な設計と

する。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧力，湿度，放射線，荷重に

加えて，重大事故による環境の変化を考慮した環境温度，環境圧力，環境湿度による影響，重大
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自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等

対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，

高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象

による荷重の組合せについては，地震，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を考慮する。 

人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等

対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれのある事象として，敷地内における化学物質の漏えい及

び電磁的障害を選定する。 

なお，これらの自然現象及び人為事象については，設計基準対象施設について考慮する「3.3 

外部からの衝撃による損傷の防止」に示す条件を考慮する。 

重大事故等の要因となるおそれとなる事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定し

た条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。 
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周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水による波及的影響及び内部発生飛散物を考

慮する。 

また，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等による影響についても考慮

する。 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場所)に

応じた耐環境性を有する設計とする。閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重大事故等対処

設備は，重大事故等時における建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水するコンクリート構

造物については，腐食を考慮した設計とする。 

地震に対して常設重大事故等対処設備は，「3.1 地震による損傷の防止」に記載する地震力

による荷重を考慮して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因と

した外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する常設重大事故等対処設備は，「8.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とする。 

さらに，地震に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響

によって重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の

落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，地震により機

能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機

能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，

管理する。 

溢水に対して常設重大事故等対処設備は，想定する溢水量に対して，機能を損なわない高さ

への設置，被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

火災に対して常設重大事故等対処設備は，「5. 火災等による損傷の防止」に基づく設計と

することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水及び火災

による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で

周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水による波及的影響及び内部発生飛散物を考

慮する。 

また，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等による影響についても考慮

する。 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場所)に

応じた耐環境性を有する設計とする。閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重大事故等対処

設備は，重大事故等時における建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水するコンクリート構

造物については，腐食を考慮した設計とする。 

地震に対して常設重大事故等対処設備は，「3.1 地震による損傷の防止」に記載する地震力

による荷重を考慮して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因と

した外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する常設重大事故等対処設備は，「8.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とする。 

さらに，地震に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響

によって重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の

落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，地震により機

能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機

能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，

管理する。 

溢水に対して常設重大事故等対処設備は，想定する溢水量に対して，機能を損なわない高さ

への設置，被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

火災に対して常設重大事故等対処設備は，「5. 火災等による損傷の防止」に基づく設計と

することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水及び火災

による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で
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修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，

機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない

期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，

管理する。 

津波に対して常設重大事故等対処設備は，「3.2 津波による損傷の防止」に基づく設計とす

る。 

屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影

響に対して外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所，第２

保管庫・貯水所，緊急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に設置し，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風(台

風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。凍結，高温及び降水に対して屋外の常設重大事故等

対処設備は，凍結防止対策，高温防止対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，風(台風），竜

巻，積雪，火山の影響，凍結，高温及び降水により機能が損なわれる場合，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停

止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工

程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 

落雷に対して外部電源系統からの電気の供給の停止及び非常用所内電源設備からの電源の

喪失(以下「全交流電源喪失」という。)を要因とせずに発生する重大事故等に対処する常設重

大事故等対処設備は，直撃雷及び間接雷を考慮した設計とする。直撃雷に対して，当該設備自

体が構内接地網と連接した避雷設備を有する設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備

を有する建屋等に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。間接雷に対して，雷サージによる影響を軽減することにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，落雷により機

能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機

能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，

管理する。 

生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を考慮し，

修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，

機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない

期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，

管理する。 

津波に対して常設重大事故等対処設備は，「3.2 津波による損傷の防止」に基づく設計とす

る。 

屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影

響に対して外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所，第２

保管庫・貯水所，緊急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に設置し，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風(台風)

及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。凍結，高温及び降水に対して屋外の常設重大事故等対処

設備は，凍結防止対策，高温防止対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，風(台風），竜

巻，積雪，火山の影響，凍結，高温及び降水により機能が損なわれる場合，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停

止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工

程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 

落雷に対して外部電源系統からの電気の供給の停止及び非常用所内電源設備からの電源の

喪失(以下「全交流電源喪失」という。)を要因とせずに発生する重大事故等に対処する常設重

大事故等対処設備は，直撃雷及び間接雷を考慮した設計とする。直撃雷に対して，当該設備自

体が構内接地網と連接した避雷設備を有する設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備

を有する建屋等に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。間接雷に対して，雷サージによる影響を軽減することにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，落雷により機

能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機

能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，

管理する。 

生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を考慮し，
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これら生物の侵入を防止又は抑制することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

森林火災に対して常設重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，

常設重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，森林火災発生

時に消防車による事前散水による延焼防止を図るとともに代替設備により機能を損なわない

設計とする。消防車による事前散水を含む火災防護計画を，保安規定に定めて，管理する。 

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区域換気空調設備の給

気系への除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置により，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は受電開

閉設備の絶縁性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の常設重大事故等対処設備は，機能を損なわ

ない高さへの設置，被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

周辺機器等からの影響について常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設

備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設

置することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散

物を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対

応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損

なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す

る。 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等に

よる建屋外の環境条件の影響を受けない設計とする。 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，

湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場所)

これら生物の侵入を防止又は抑制することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

森林火災に対して常設重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，

常設重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，森林火災発生

時に消防車による事前散水による延焼防止を図るとともに代替設備により機能を損なわない

設計とする。消防車による事前散水を含む火災防護計画を，保安規定に定めて，管理する。 

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区域換気空調設備の給

気系への除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置により，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は受電開

閉設備の絶縁性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の常設重大事故等対処設備は，機能を損なわ

ない高さへの設置，被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

周辺機器等からの影響について常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設

備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設

置することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散

物を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対

応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損

なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す

る。 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等に

よる建屋外の環境条件の影響を受けない設計とする。 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，

湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場所)
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及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計とする。閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬

型重大事故等対処設備は，重大事故等時における建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水する又は尾駮沼で使

用する可搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

また，尾駮沼から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，「3.1 地震による損傷の防止」に記載する地震

力による荷重を考慮して，当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設計とする。 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因と

した外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する可搬型重大事故等対処設備は，「8.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の

落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。 

溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，溢水に対しては想定する溢水量に対し

て機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護を行うことにより，火災に対しては，

「8.2.7 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行う

ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所は，「3.2 津波による損傷の防止」に示

す津波による影響を受けない位置に保管する設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響を受けるおそれのない場所を

選定することとし，使用時に津波による影響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津

波に対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対して屋内の可搬型重大事故等

対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる建屋等内に保管し，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)及び竜巻に対して風(台風）及び竜巻による

風荷重を考慮し，必要により当該設備又は当該設備を収納するものに対して転倒防止，固縛等

の措置を講じて保管する設計とする。 

ただし，固縛する屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，地震時の移動を考慮して地震後

の機能を維持する設備は，余長を有する固縛で拘束することにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重を考慮し，損傷防止措置として除雪，除灰及び屋内への配備を実施することに

より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわないよう維持する設計とする。除雪，除灰及

及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計とする。閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬

型重大事故等対処設備は，重大事故等時における建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水する又は尾駮沼で使

用する可搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

また，尾駮沼から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，「3.1 地震による損傷の防止」に記載する地震

力による荷重を考慮して，当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設計とする。 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因と

した外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する可搬型重大事故等対処設備は，「8.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の

落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。 

溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，溢水に対しては想定する溢水量に対し

て機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護を行うことにより，火災に対しては，

「8.2.7 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行う

ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所は，「3.2 津波による損傷の防止」に示

す津波による影響を受けない位置に保管する設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響を受けるおそれのない場所を

選定することとし，使用時に津波による影響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津

波に対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対して屋内の可搬型重大事故等

対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる建屋等内に保管し，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)及び竜巻に対して風(台風）及び竜巻による

風荷重を考慮し，必要により当該設備又は当該設備を収納するものに対して転倒防止，固縛等

の措置を講じて保管する設計とする。 

ただし，固縛する屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，地震時の移動を考慮して地震後

の機能を維持する設備は，余長を有する固縛で拘束することにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重を考慮し，損傷防止措置として除雪，除灰及び屋内への配備を実施することに

より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわないよう維持する設計とする。除雪，除灰及
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び屋内への配備を実施することについては，保安規定に定めて，管理する。 

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍結防止対策，高温防止

対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する可搬型重大事

故等対処設備は，直撃雷を考慮した設計とする。直撃雷に対して，構内接地網と連接した避雷

設備で防護される範囲内に保管する又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に保

管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類，小動物及び水生植物の

付着又は侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，防火帯の内側に保管することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，

可搬型重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区域換気空調設備の

給気系への除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置により，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は絶縁

性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，機能を損な

わない高さへの設置，被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該

設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ

保管することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等

による建屋外の環境条件の影響を受けない設計とする。 

(2) 重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に

支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽

の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若し

くは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施設

の中央制御室で操作可能な設計とする。 

(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設

び屋内への配備を実施することについては，保安規定に定めて，管理する。 

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍結防止対策，高温防止

対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する可搬型重大事

故等対処設備は，直撃雷を考慮した設計とする。直撃雷に対して，構内接地網と連接した避雷

設備で防護される範囲内に保管する又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に保

管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類，小動物及び水生植物の

付着又は侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，防火帯の内側に保管することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，

可搬型重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区域換気空調設備の

給気系への除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置により，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は絶縁

性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，機能を損な

わない高さへの設置，被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該

設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ

保管することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等

による建屋外の環境条件の影響を受けない設計とする。 

(2) 重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に

支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽

の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若し

くは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施設

の中央制御室で操作可能な設計とする。 

(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設
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設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備

の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有する緊

急時対策所及び再処理施設の中央制御室で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備

との接続が可能な設計とする。 

 

8.2.5  操作性及び試験・検査性 

(1)  操作性の確保 

重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教育により，想定される重大事故等が発生した

場合においても，確実に操作でき，事業変更許可申請書「六 加工施設において核燃料物質が臨

界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設

及び体制の整備に関する事項」ロで考慮した要員数と想定時間内で，アクセスルートの確保を含

め重大事故等に対処できる設計とする。これらの運用に係る体制，管理等については，保安規定

に定めて，管理する。 

a. 操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なもの

とするため，重大事故等における条件を考慮し，操作する場所において操作が可能な設計とす

る。 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作ができるよう，

必要に応じて操作足場を設置する。 

また，防護具，可搬型照明は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備することを保安規

定に定めて，管理する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具又は専用の工具を用い

て，確実に作業ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保

管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は

車両等による運搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張出し又は

輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

現場の操作スイッチは，非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とする。 

また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設

計とする。 

現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作が可能な設計とする。 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方

式を統一することにより，速やかに，容易かつ確実に接続が可能な設計とする。 

現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識別表示を設置する設計と

する。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，必要な時間内に操作で

きるように中央監視室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員

の操作性を考慮した設計とする。 

設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備

の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有する緊

急時対策所及び再処理施設の中央制御室で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備

との接続が可能な設計とする。 

 

8.2.5  操作性及び試験・検査性 

(1)  操作性の確保 

重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教育により，想定される重大事故等が発生した

場合においても，確実に操作でき，事業変更許可申請書「六 加工施設において核燃料物質が臨

界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設

及び体制の整備に関する事項」ロで考慮した要員数と想定時間内で，アクセスルートの確保を含

め重大事故等に対処できる設計とする。これらの運用に係る体制，管理等については，保安規定

に定めて，管理する。 

a. 操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なもの

とするため，重大事故等における条件を考慮し，操作する場所において操作が可能な設計とす

る。 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作ができるよう，

必要に応じて操作足場を設置する。 

また，防護具，可搬型照明は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備することを保安規

定に定めて，管理する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具又は専用の工具を用い

て，確実に作業ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保

管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は

車両等による運搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張出し又は

輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

現場の操作スイッチは，非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とする。 

また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設

計とする。 

現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作が可能な設計とする。 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方

式を統一することにより，速やかに，容易かつ確実に接続が可能な設計とする。 

現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識別表示を設置する設計と

する。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，必要な時間内に操作で

きるように中央監視室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員

の操作性を考慮した設計とする。 
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想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動的機器は，その作動状

態の確認が可能な設計とする。 

b. 系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途(安全機能を有する施設としての用途等)以外の用途

として重大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用する系統から速やかに切替

操作が可能なように，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

c. 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容易かつ確実に接続で

き，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又は

より簡便な接続方式を用いる設計とし，ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度

等の特性に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。 

また，同一ポンプを接続するホースは，流量に応じて口径を統一すること等により，複数の

系統での接続方式を考慮した設計とする。 

d. 再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備の保管場所から

設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は他の設備の被害状況を把握するため，再処理事

業所内の屋外道路及び屋内通路をアクセスルートとして確保できるよう，以下の設計とする。 

アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含め，自然現象，人為事象，溢水，火災

を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセス

ルートを確保する設計とする。 

アクセスルートに対する自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での

発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点

から，アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波(敷地に遡上する津

波を含む。），洪水，風(台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及

び森林火災を選定する。 

アクセスルートに対する人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での

発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点

から，アクセスルートに影響を与えるおそれのある事象として選定する航空機落下，敷地内に

おける化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及

び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセ

スルートを確保する設計とする。 

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突については立地的要因により設計上考慮する必要は

ない。落雷及び電磁的障害に対しては，道路面が直接影響を受けることはないことからアクセ

スルートへの影響はない。生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスルート

への影響はない。 

屋外のアクセスルートは，「3.1 地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響(周辺構

造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象による影響(風(台風)及

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動的機器は，その作動状

態の確認が可能な設計とする。 

b. 系統の替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途（安全機能を有する施設としての用途等)以外の用途

として重大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用する系統から速やかに切替

操作が可能なように，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

c. 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容易かつ確実に接続で

き，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又は

より簡便な接続方式を用いる設計とし，ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度

等の特性に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。 

また，同一ポンプを接続するホースは，流量に応じて口径を統一すること等により，複数の

系統での接続方式を考慮した設計とする。 

d. 再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備の保管場所から

設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は他の設備の被害状況を把握するため，再処理事

業所内の屋外道路及び屋内通路をアクセスルートとして確保できるよう，以下の設計とする。 

アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含め，自然現象，人為事象，溢水，火災

を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセス

ルートを確保する設計とする。 

アクセスルートに対する自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での

発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点

から，アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波(敷地に遡上する津

波を含む。），洪水，風(台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及

び森林火災を選定する。 

アクセスルートに対する人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での

発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点

から，アクセスルートに影響を与えるおそれのある事象として選定する航空機落下，敷地内に

おける化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及

び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセ

スルートを確保する設計とする。 

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突については立地的要因により設計上考慮する必要は

ない。落雷及び電磁的障害に対しては，道路面が直接影響を受けることはないことからアクセ

スルートへの影響はない。生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスルート

への影響はない。 

屋外のアクセスルートは，「3.1 地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響(周辺構

造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象による影響(風(台風)及
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び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影響)及び人為事象による影響(航空機落下，爆発)を

想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早急に復旧可能なアクセスルートを確

保するため，障害物を除去可能なホイールローダを使用する。ホイールローダは，必要数とし

て３台に加え，予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを４台，合計

７台を保有数とし，分散して保管する設計とする。 

屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上へ

の自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所に確保する設計とする。 

屋外のアクセスルートは，「3.1 地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響による周

辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイー

ルローダにより崩壊箇所を復旧する又は迂回路を確保する設計とする。 

不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策を行う設計とす

る。 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して，車両はタイヤ

チェーン等を装着することにより通行性を確保できる設計とする。 

屋内のアクセスルートは，「3.1 地震による損傷の防止」の地震を考慮した建屋等に複数確

保する設計とする。屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要因によりアクセスルート

への影響はない。 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する風(台風)，竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，敷地内に

おける化学物質の漏えい，近隣工場等の火災，爆発，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。 

再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確保するために，上記の設計に加え，以下を保安

規定に定めて，管理する。 

・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又川取水場所Ａ(以下「敷地外水源」という。)

の取水場所及び取水場所への屋外のアクセスルートに遡上するおそれのある津波に対し

ては，津波警報の解除後に対応を開始すること。また，津波警報の発令を確認時にこれら

の場所において対応中の場合に備え，非常時対策組織要員及び可搬型重大事故等対処設備

を一時的に退避すること。 

・屋外のアクセスルートは，「3.1 地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響による

周辺斜面の崩壊，道路面のすべりによる崩壊土砂及び不等沈下等に伴う段差の発生が想定

される箇所においては，ホイールローダにより復旧すること。 

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して，道路につい

ては，融雪剤を配備すること。 

・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品防護具を配備し，必要に応じて着用するこ

と。 

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為事象のうち森林火災及び近隣工場

等の火災に対しては，消防車による初期消火活動を行うこと。 

び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影響)及び人為事象による影響(航空機落下，爆発)を
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(ホイールローダに係る基本設計方針については，ホイールローダを申請する申請書で示

す。) 

屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上へ

の自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所に確保する設計とする。 

屋外のアクセスルートは，「3.1 地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響による周

辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイー
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る。 
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・屋外のアクセスルートは，「3.1 地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響による

周辺斜面の崩壊，道路面のすべりによる崩壊土砂及び不等沈下等に伴う段差の発生が想定

される箇所においては，ホイールローダにより復旧すること。 

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して，道路につい

ては，融雪剤を配備すること。 

・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品防護具を配備し，必要に応じて着用するこ

と。 

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為事象のうち森林火災及び近隣工場

等の火災に対しては，消防車による初期消火活動を行うこと。 
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・屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水を考慮し，防護具を配備し，必要に応

じて着用すること。また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機

材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の発生防止対策を実施すること。 

・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用すること。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移

動のため可搬型照明を配備すること。 

(2) 試験・検査性 

重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するための

試験又は検査並びに当該機能を健全に維持するための保守及び修理が実施できるよう，機能・性

能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる構造とする。 

試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等が実施可能な設計とする。 

また，保守及び修理は，維持活動としての点検(日常の運転管理の活用を含む。），取替え，保修

等が実施可能な設計とする。 

多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試験又は検査並びに保守及び修理が

できる設計とする。構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則として分解・

開放(非破壊検査を含む。)が可能な設計とし，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点

検を考慮することにより，分解・開放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。 

 

8.2.6  地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計 

(1) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針 

基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持が必要な施設については，重大事故等対処施

設及び安全機能を有する施設の耐震設計における設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造

上の特徴，重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震

力に対して，必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，以下のとおり耐震設計を

行う。 

a. 事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を

仮定する機器の特定において，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持でき

る設計とした設備(以下「起因に対し発生防止を期待する設備」という。)は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2 倍した地震力に対して，閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

起因に対し発生防止を期待する設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し

た地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，起因に対し発

生防止を期待する設備を支持できる設計とする。 

b. 地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備(以下「対処する

常設重大事故等対処設備」という。)は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，想定す

る重大事故等を踏まえ，火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因として発生す

る重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力によって設置する

・屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水を考慮し，防護具を配備し，必要に応

じて着用すること。また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機

材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の発生防止対策を実施すること。 

・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用すること。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移

動のため可搬型照明を配備すること。 

(2) 試験・検査性 

重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するための

試験又は検査並びに当該機能を健全に維持するための保守及び修理が実施できるよう，機能・性

能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる構造とする。 

試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等が実施可能な設計とする。 

また，保守及び修理は，維持活動としての点検(日常の運転管理の活用を含む。），取替え，保修

等が実施可能な設計とする。 

多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試験又は検査並びに保守及び修理が

できる設計とする。構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則として分解・

開放(非破壊検査を含む。)が可能な設計とし，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点

検を考慮することにより，分解・開放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。 

 

8.2.6  地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計 

(1) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針 

基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持が必要な施設については，重大事故等対処施

設及び安全機能を有する施設の耐震設計における設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造

上の特徴，重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震

力に対して，必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，以下のとおり耐震設計を

行う。 

a. 事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を

仮定する機器の特定において，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持でき

る設計とした設備(以下「起因に対し発生防止を期待する設備」という。)は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2 倍した地震力に対して，閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

起因に対し発生防止を期待する設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し

た地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，起因に対し発

生防止を期待する設備を支持できる設計とする。 

b. 地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備(以下「対処する

常設重大事故等対処設備」という。)は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，想定す

る重大事故等を踏まえ，火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因として発生す

る重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力によって設置する
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建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震を要因として発生する重大事故等に対

処するために必要な機能が維持できる設計とする。 

対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，対処する常設重

大事故等対処設備を支持できる設計並びに重大事故等の対処に係る操作場所及びアクセスル

ートが保持できる設計とする。 

c. 地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備(以下「対処す

る可搬型重大事故等対処設備」という。)は，各保管場所における基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し

た地震力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，閉じ込め機能等の地震を要因として発生す

る重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，転倒しないよう固縛等の措置を

講ずるとともに，動的機器については加振試験等により地震を要因として発生する重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれない設計とする。 

また，ダクト等の静的機器は，複数の保管場所に分散して保管することにより，地震を要因

として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し

た地震力によって保管する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，保管場所，操

作場所及びアクセスルートが保持できる設計とする。 

起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常設重大事故等対処設備及び対処する可搬型

重大事故等対処設備は，個別の設備の機能や設計を踏まえて，地震を要因とする重大事故等時

において，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力による影響によって，機能を損なわない設計と

する。 

(2) 地震力の算定方法 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計に用いる動的地震力は，

「第１章 3.自然現象等」における「3.1.1(3)b.(a) 入力地震動」の解放基盤表面で定義する基

準地震動Ｓｓの加速度を 1.2 倍した地震動により算定した地震力を適用する。 

(3) 荷重の組合せと許容限界 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計における荷重の組合せ

と許容限界は，以下によるものとする。 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計においては，必要な機能

である火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管

場所の保持機能，支持機能等を維持する設計とする。 

建物・構築物に要求される操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機能並び

に支持機能については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，当該機能が要求される施

設の構造強度を確保することで機能を維持できる設計とする。 

機器・配管系に要求される火災感知機能等については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に

対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで機能を維持できる設計とする。 

また，機器・配管系に要求される消火機能，閉じ込め機能については，構造強度を確保すると

建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震を要因として発生する重大事故等に対

処するために必要な機能が維持できる設計とする。 

対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，対処する常設重

大事故等対処設備を支持できる設計並びに重大事故等の対処に係る操作場所及びアクセスル

ートが保持できる設計とする。 

c. 地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備(以下「対処す

る可搬型重大事故等対処設備」という。)は，各保管場所における基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し

た地震力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，閉じ込め機能等の地震を要因として発生す

る重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，転倒しないよう固縛等の措置を

講ずるとともに，動的機器については加振試験等により地震を要因として発生する重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれない設計とする。 

また，ダクト等の静的機器は，複数の保管場所に分散して保管することにより，地震を要因

として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し

た地震力によって保管する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，保管場所，操

作場所及びアクセスルートが保持できる設計とする。 

起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常設重大事故等対処設備及び対処する可搬型

重大事故等対処設備は，個別の設備の機能や設計を踏まえて，地震を要因とする重大事故等時

において，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力による影響によって，機能を損なわない設計と

する。 

(2) 地震力の算定方法 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計に用いる動的地震力は，

「第１章 3.自然現象等」における「3.1.1(3)b.(a) 入力地震動」の解放基盤表面で定義する基

準地震動Ｓｓの加速度を 1.2 倍した地震動により算定した地震力を適用する。 

(3) 荷重の組合せと許容限界 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計における荷重の組合せ

と許容限界は，以下によるものとする。 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計においては，必要な機能

である火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管

場所の保持機能，支持機能等を維持する設計とする。 

建物・構築物に要求される操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機能並び

に支持機能については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，当該機能が要求される施

設の構造強度を確保することで機能を維持できる設計とする。 

機器・配管系に要求される火災感知機能等については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に

対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで機能を維持できる設計とする。 

また，機器・配管系に要求される消火機能，閉じ込め機能については，構造強度を確保すると
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ともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能を維

持できる設計とする。 

可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支援機能等については，可搬型設備の特性に応じて，

構造強度を確保する又は当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定す

ることで機能が維持できる設計とする。 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(a) 建物・構築物 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の「a.耐震

設計上考慮する状態」の「(b)重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において

「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。 

なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物

も同様に適用する。 

(b) 機器・配管系 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の「a. 耐

震設計上考慮する状態」の「(b) 重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合におい

て「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。 

(c) 可搬型設備 

イ． 通常時の状態 

当該設備を保管している状態。 

ロ． 地震を要因とする重大事故等時の状態 

MOX 燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれがある事故又は地震を

要因とする重大事故等の状態で，対処する可搬型重大事故等対処設備の機能を必要とす

る状態。 

ハ． 設計用自然条件 

屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，

風）。 

b. 荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の「b. 荷

重の種類」の「(b) 重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故

等」を「地震を要因とする重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力」と読み替えて適用する。 

なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物

も同様に適用する。 

(b) 機器・配管系 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の「b. 荷

ともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能を維

持できる設計とする。 

可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支援機能等については，可搬型設備の特性に応じて，

構造強度を確保する又は当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定す

ることで機能が維持できる設計とする。 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(a) 建物・構築物 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の「a.耐震

設計上考慮する状態」の「(b)重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において

「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。 

なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物

も同様に適用する。 

(b) 機器・配管系 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の「a. 耐

震設計上考慮する状態」の「(b) 重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合におい

て「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。 

(c) 可搬型設備 

イ． 通常時の状態 

当該設備を保管している状態。 

ロ． 地震を要因とする重大事故等時の状態 

MOX 燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれがある事故又は地震を

要因とする重大事故等の状態で，対処する可搬型重大事故等対処設備の機能を必要とす

る状態。 

ハ． 設計用自然条件 

屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，

風）。 

b.荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の「b. 荷

重の種類」の「(b) 重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故

等」を「地震を要因とする重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力」と読み替えて適用する。 

なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物

も同様に適用する。 

(b) 機器・配管系 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の「b. 荷
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重の種類」の「(b) 重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故

等」を「地震を要因とする重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力」と読み替えて適用する。 

(c) 可搬型設備 

イ． 通常時に作用している荷重 

通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載荷重とする。 

ロ． 地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから重大事故等起因の荷

重は考慮しない。 

ハ． 対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力，積雪荷重及び風荷重 

対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力を考慮する。屋外に保

管する設備については，積雪荷重及び風荷重も考慮する。 

c. 荷重の組合せ 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とほかの荷重との組合せは，以下によるものとする。 

(a) 建物・構築物 

イ. 起因に対し発生防止を期待する設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物に

ついては，通常時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及

び風荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を組み合わせる。 

ロ. 対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は対処する可搬

型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・構築物については，通常

時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準

地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 

ハ. 対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は対処する可搬

型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・構築物について，通常時

に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事

故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組み合わせについては，

事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的

に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定し，通

常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水

圧とする。 

(b) 機器・配管系 

イ. 起因に対し発生防止を期待する設備に係る機器・配管系については，通常時に作用して

いる荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 

ロ. 対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，通常時に作用してい

る荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 

重の種類」の「(b) 重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故

等」を「地震を要因とする重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力」と読み替えて適用する。 

(c) 可搬型設備 

イ． 通常時に作用している荷重 

通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載荷重とする。 

ロ． 地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから重大事故等起因の荷

重は考慮しない。 

ハ． 対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力，積雪荷重及び風荷重 

対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力を考慮する。屋外に保

管する設備については，積雪荷重及び風荷重も考慮する。 

c. 荷重の組合せ 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とほかの荷重との組合せは，以下によるものとする。 

(a) 建物・構築物 

イ. 起因に対し発生防止を期待する設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物に

ついては，通常時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及

び風荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を組み合わせる。 

ロ. 対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は対処する可搬

型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・構築物については，通常

時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準

地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 

ハ. 対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は対処する可搬

型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・構築物について，通常時

に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事

故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組み合わせについては，

事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的

に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定し，通

常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水

圧とする。 

(b) 機器・配管系 

イ. 起因に対し発生防止を期待する設備に係る機器・配管系については，通常時に作用して

いる荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 

ロ. 対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，通常時に作用してい

る荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 
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ハ. 対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系について，通常時に作用している

荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故

事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み

合わせる。この組み合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については

対策の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置される施設については，建物・構築物と

同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

(c) 可搬型設備 

イ. 対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用している荷重と対処する可搬型重

大事故等対処設備の保管場所における地震力とを組み合わせる。 

ロ. 対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考え方について，保管

状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。ただし，屋外に設置される施設

については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

d. 荷重の組合せ上の留意事項 

イ. ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較して明らかに厳し

いことが判明している場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがあ

る。 

ロ. 対処する常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認

する場合においては，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と通常時に作用している荷重及

びその他必要な荷重とを組み合わせる。 

ハ. 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい

施設や，通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，基

準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力との組み合わせを考慮する。 

ニ. 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，風荷重の

影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設において

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力との組み合わせを考慮する。 

e. 許容限界 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，

以下のとおりとする。 

(a) 起因に対し発生防止を期待する設備 

起因に対し発生防止を期待する設備となる露出した MOX 粉末を取り扱い，さらに火災源を

有するグローブボックスは，閉じ込め機能を維持するため，パネルにき裂や破損が生じない

こと及び転倒しない設計とする。 

また，当該グローブボックスの内装機器の落下・転倒防止機能の確保に当たっては，放射

性物質(固体)の閉じ込めバウンダリを構成する容器等を保持する設備の破損により，容器等

が落下又は転倒しない設計とする。 

上記の閉じ込め機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの

ハ. 対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系について，通常時に作用している

荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故

事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み

合わせる。この組み合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については

対策の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置される施設については，建物・構築物と

同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

(c) 可搬型設備 

イ. 対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用している荷重と対処する可搬型重

大事故等対処設備の保管場所における地震力とを組み合わせる。 

ロ. 対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考え方について，保管

状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。ただし，屋外に設置される施設

については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

d. 荷重の組合せ上の留意事項 

イ. ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較して明らかに厳し

いことが判明している場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがあ

る。 

ロ. 対処する常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認

する場合においては，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と通常時に作用している荷重及

びその他必要な荷重とを組み合わせる。 

ハ. 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい

施設や，通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，基

準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力との組み合わせを考慮する。 

ニ. 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，風荷重の

影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設において

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力との組み合わせを考慮する。 

e. 許容限界 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，

以下のとおりとする。 

(a) 起因に対し発生防止を期待する設備 

起因に対し発生防止を期待する設備となる露出した MOX 粉末を取り扱い，さらに火災源を

有するグローブボックスは，閉じ込め機能を維持するため，パネルにき裂や破損が生じない

こと及び転倒しない設計とする。 

また，当該グローブボックスの内装機器の落下・転倒防止機能の確保に当たっては，放射

性物質(固体)の閉じ込めバウンダリを構成する容器等を保持する設備の破損により，容器等

が落下又は転倒しない設計とする。 

上記の閉じ込め機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの
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1.2 倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレ

ベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがな

い限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許

容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が維持できる許容限界を適切に設定する。 

(b) 対処する常設重大事故等対処設備 

対処する常設重大事故等対処設備の火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要

因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を維持するために確保する構造

強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じ

た場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，そ

の施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を

適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，消火機能，閉じ込め機能等の維持が必要な設備について

は，その機能が維持できる許容限界を適切に設定する。 

(c) 対処する可搬型重大事故等対処設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界は，保管する対処する可搬型重大事故等対

処設備の構造を踏まえて設定する。 

取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対し，塑性域に達するひ

ずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。

それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能等の維持が必要な設備については，その機

能が維持できる許容限界を適切に設定する。 

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備を設置する建

物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物 

起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備を設置する建

物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震

動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対し，建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひ

ずみ等)が終局耐力時の変形等の地震影響を考慮しても，地震を要因とする重大事故等に対

する重大事故等対処施設の機能が維持できる設計とする。その上で，耐震評価においては，

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の必要な機能が発揮できること

を確認するため，機能維持に必要となる施設の部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等に対

して，妥当な安全余裕を有することを確認する。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その

変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の 大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。 

 

1.2 倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレ

ベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがな

い限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許

容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が維持できる許容限界を適切に設定する。 

(b) 対処する常設重大事故等対処設備 

対処する常設重大事故等対処設備の火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要

因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を維持するために確保する構造

強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じ

た場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，そ

の施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を

適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，消火機能，閉じ込め機能等の維持が必要な設備について

は，その機能が維持できる許容限界を適切に設定する。 

(c) 対処する可搬型重大事故等対処設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界は，保管する対処する可搬型重大事故等対

処設備の構造を踏まえて設定する。 

取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対し，塑性域に達するひ

ずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。

それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能等の維持が必要な設備については，その機

能が維持できる許容限界を適切に設定する。 

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備を設置する建

物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物 

起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備を設置する建

物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震

動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対し，建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひ

ずみ等)が終局耐力時の変形等の地震影響を考慮しても，地震を要因とする重大事故等に対

する重大事故等対処施設の機能が維持できる設計とする。その上で，耐震評価においては，

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の必要な機能が発揮できること

を確認するため，機能維持に必要となる施設の部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等に対

して，妥当な安全余裕を有することを確認する。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その

変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の 大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。 
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8.2.7  可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれることがないことを求められている。 

MOX 燃料加工施設の重大事故等対処設備の内部火災に対する設計方針については，「5.火災等に

よる損傷の防止」に示すとおりであり，これを踏まえた，上記の可搬型重大事故等対処設備に求

められる設計方針を達成するための内部火災に対する防護方針を以下に示す。 

(1)  可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は

引火性物質を内包する設備に対する火災発生防止を講ずるとともに，発火源に対する対策，水素

に対する換気及び漏えい検出対策及び接地対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の

防止対策を講ずる設計とする。 

(2)  不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不

燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，代替材料を使用する設計とする。 

また，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該可搬型重大事故等対処設備における火災に

起因して，他の可搬型重大事故等対処設備の火災が発生することを防止するための措置を講ずる

設計とする。 

(3)  落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や

事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与え

るおそれがある事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。 

風(台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重大事故等に対処するために必要な

機能を損なうことのないように，自然現象から防護する設計とすることで，火災の発生を防止す

る。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対しては，侵入防止対策によって影響を受けな

い設計とする。 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発火源となり得る自然現象ではな

く，火山の影響についても，火山から MOX 燃料加工施設に到達するまでに降下火砕物が冷却され

ることを考慮すると，発火源となり得る自然現象ではない。 

したがって，MOX 燃料加工施設で火災を発生させるおそれのある自然現象として，落雷，地震，

竜巻(風(台風)を含む)及び森林火災によって火災が発生しないように，火災防護対策を講ずる設

計とする。 

(4)  早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，早

期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。 

8.2.7  可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれることがないことを求められている。 

MOX 燃料加工施設の重大事故等対処設備の内部火災に対する設計方針については，「5.火災等に

よる損傷の防止」に示すとおりであり，これを踏まえた，上記の可搬型重大事故等対処設備に求

められる設計方針を達成するための内部火災に対する防護方針を以下に示す。 

(1)  可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は

引火性物質を内包する設備に対する火災発生防止を講ずるとともに，発火源に対する対策，水素

に対する換気及び漏えい検出対策及び接地対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の

防止対策を講ずる設計とする。 

(2)  不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不

燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，代替材料を使用する設計とする。 

また，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該可搬型重大事故等対処設備における火災に

起因して，他の可搬型重大事故等対処設備の火災が発生することを防止するための措置を講ずる

設計とする。 

(3)  落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や

事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与え

るおそれがある事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。 

風(台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重大事故等に対処するために必要な

機能を損なうことのないように，自然現象から防護する設計とすることで，火災の発生を防止す

る。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対しては，侵入防止対策によって影響を受けな

い設計とする。 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発火源となり得る自然現象ではな

く，火山の影響についても，火山から MOX 燃料加工施設に到達するまでに降下火砕物が冷却され

ることを考慮すると，発火源となり得る自然現象ではない。 

したがって，MOX 燃料加工施設で火災を発生させるおそれのある自然現象として，落雷，地震，

竜巻(風(台風)を含む)及び森林火災によって火災が発生しないように，火災防護対策を講ずる設

計とする。 

(4)  早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，早

期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。 
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可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれのある火災を早期に感知するとともに，火災

の発生場所を特定するために，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有

する機器を組み合わせて設置する設計とする。 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等対処設備に及ばないよう

適切に配置する設計とする。 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じた容量の消火剤を備え

る設計とする。 

火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を配

備する設計とする。 

重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルートには，重大事故等が発生した場合のアクセス

ルート上の火災に対して初期消火活動ができるよう消火器を配備し，初期消火活動については保

安規定に定めて,管理する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活

動が困難となるところには，固定式消火設備を設置することにより，消火活動が可能な設計とす

る。 

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，蓄電池を内蔵した照明器具を設置する設計

とする。 

(5)  火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火災感知及び消火の機能，性能

が維持されるよう，凍結，風水害，地震時の地盤変位を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれのある火災を早期に感知するとともに，火災

の発生場所を特定するために，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有

する機器を組み合わせて設置する設計とする。 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等対処設備に及ばないよう

適切に配置する設計とする。 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じた容量の消火剤を備え

る設計とする。 

火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を配

備する設計とする。 

重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルートには，重大事故等が発生した場合のアクセス

ルート上の火災に対して初期消火活動ができるよう消火器を配備し，初期消火活動については保

安規定に定めて,管理する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活

動が困難となるところには，固定式消火設備を設置することにより，消火活動が可能な設計とす

る。 

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，蓄電池を内蔵した照明器具を設置する設計

とする。 

(5)  火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火災感知及び消火の機能，性能

が維持されるよう，凍結，風水害，地震時の地盤変位を考慮した設計とする。 
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別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

第 1章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.2  重大事故等対処設備 

8.2.1  重大事故等対処設備に対する設計方針 

MOX 燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，重大事故の

発生を防止するために，また，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止する

ため，及び MOX 燃料加工施設を設置する事業所(再処理事業所)外への放射性物質の異常な水準の

放出を防止するために，重大事故等対処設備を設けるとともに，必要な運用上の措置等を講ずる

設計とする。 

重大事故等対処設備は，想定する重大事故等の環境条件を考慮した上で期待する機能が発揮で

きる設計とする。 

また，重大事故等対処設備が機能を発揮するために必要な系統(供給源から供給先まで，経路

を含む。)で構成する。 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件(重大事故等に対処する

ために必要な機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設と共用することにより安全

性が向上し，かつ，MOX 燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる

設計とする。重大事故等対処設備を共用する場合には，再処理施設の重大事故等への対処を考慮

した個数及び容量を確保する。 

また，同時に発生する再処理施設の重大事故等による環境条件の影響について考慮する。 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外部からの影響に

よる機能喪失の要因となる事象(以下「外的事象」という。)を要因とする重大事故等に対処する

ものについて，常設のものと可搬型のものがあり，以下のとおり分類する。 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち常設のものをいう。 

また，常設重大事故等対処設備であって耐震重要施設に属する安全機能を有する施設が有する

機能を代替するものを「常設耐震重要重大事故等対処設備」，常設重大事故等対処設備であって

常設耐震重要重大事故等対処設備以外のものを「常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重

大事故等対処設備」という。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対処設備のうち可搬型のものをいう。 

重大事故等対処設備は，設計，材料の選定，製作及び検査にあたっては，現行国内法規に基づ

く規格及び基準によるものとするが，必要に応じて，使用実績があり，信頼性の高い国外規格及

び基準によるものとする。重大事故等対処設備の維持管理にあたっては，保安規定に基づく要領

類に従い，施設管理計画における保全プログラムを策定し，設備の維持管理を行う。 

なお，重大事故等対処設備を構成する設備,機器のうち，一般消耗品又は設計上交換を想定し

ている部品(安全に係わる設計仕様に変更のないもので，特別な工事を要さないものに限る。)及

び通信連絡設備，安全避難通路(照明設備)等の「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の基準に関する規則」で定める一般産業用工業品については，適切な時期に交換を

行うことで設備の維持管理を行う。 

第 1章 共通項目 

8.  設備に対する要求 

8.2   重大事故等対処設備 

8.2.1   重大事故等対処設備に対する設計方針 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

第 1回申請箇所を下線で示す。 
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別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

MOX 燃料加工施設は，重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において，重大事故の

発生を防止するために，また，重大事故が発生した場合においても，重大事故の拡大を防止する

ため，及び MOX 燃料加工施設を設置する事業所(再処理事業所)外への放射性物質の異常な水準の

放出を防止するために，必要な運用上の措置等を講ずることを保安規定に定めて，管理する。 

なお，重大事故等対処設備並びに核物質防護及び保障措置の設備は，設備間において相互影響

を考慮した設計とする。 

 

8.2.2  共通要因故障に対する考慮等 

(1) 共通要因故障に対する考慮 

重大事故等対処設備は，共通要因の特性を踏まえた設計とする。共通要因としては，重大事故

等における条件，自然現象，人為事象，周辺機器等からの影響及び事業(変更)許可を受けた設計

基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした事象を考慮する。 

共通要因のうち重大事故等における条件については，想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮する。 

共通要因のうち自然現象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象による荷重の組合せに

ついては，地震，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を考慮する。 

共通要因のうち人為事象として，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，

電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発を選定する。故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムについては，可搬型重大事故等対処設備による対策を講ずることとする。 

共通要因のうち周辺機器等からの影響として地震，溢水，火災による波及的影響及び内部発生

飛散物を考慮する。 

共通要因のうち事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件

を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，内的事象を要因とする重大事故等に対処

するものと外的事象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重

大事故等が発生した場合における環境条件に対して健全性を確保することにより，信頼性が十

分に高い設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程

の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設

備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連す

る工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。その他の常設重大事故等

対処設備についても，可能な限り多様性，独立性，位置的分散を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2  共通要因故障に対する考慮等 
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別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX 燃料加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物

質等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象

であるグローブボックス内での火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故

への連鎖は想定されないことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間での重

大事故等対処設備の共用は行わない設計とする。 

重大事故等における条件に対して常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生

した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮できる

設計とする。 

常設重大事故等対処設備は，「2. 地盤」に基づく地盤に設置し，地震，津波及び火災に対し

ては，「3.1 地震による損傷の防止」，「3.2 津波による損傷の防止」及び「5. 火災等による

損傷の防止」に基づく設計とする。 

事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因とした

外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に機能

を期待する常設重大事故等対処設備は，「8.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とする。 

また，溢水及び火災に対して常設重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設

備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，健全性を確保する設計とす

る。 

常設重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，

生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における化学物質の漏えい，

電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対する健全性を確保する設計とする。 

周辺機器等からの影響のうち内部発生飛散物に対して，回転羽の損壊により飛散物を発生さ

せる回転機器について回転体の飛散を防止する設計とし，常設重大事故等対処設備が機能を損

なわない設計とする。 

環境条件に対する健全性については，「8.2.4 環境条件等」に基づく設計とする。 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全

機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事

象を要因とする重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生し

た場合における環境条件に対して健全性を確保すること，位置的分散を図ることにより信頼性

が十分に高い設計とする。その他の可搬型重大事故等対処設備についても，可能な限り多様性，

独立性，位置的分散を考慮した設計とする。 

なお，事業(変更)許可を受けたとおり，MOX 燃料加工施設で発生する重大事故は，「核燃料物

質等を閉じ込める機能の喪失」のみであり，また核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失の事象

であるグローブボックス内での火災によりMOX粉末等の集積等が発生することはなく臨界事故

への連鎖は想定されないことから，同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間での重
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変 更 前 変 更 後 

大事故等対処設備の共用は行わない設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズム，設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置

その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する設計とす

る。 

重大事故等における条件に対して可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発

生した場合における温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能を確実に発揮でき

る設計とする。 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「2. 地盤」に基づく地盤に設置された建屋

等に位置的分散することにより，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大

事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないように保管する設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，「3.1 地震による損傷の防止」に示す地震に

より，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の措置をするとともに，「3.1 地震

による損傷の防止」の地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不

等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等により必要な機能

を喪失しない複数の保管場所に位置的分散することにより，設計基準事故に対処するための設

備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時

にその機能が損なわれるおそれがないように保管する設計とする。 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因と

した外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する可搬型重大事故等対処設備は，「8.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，「3.2 津波による損傷の防

止」に示す津波による影響を受けない位置に設置する設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響を受けるおそれのない場所を

選定することとし，使用時に津波による影響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津

波に対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，「5． 火災等による損傷の防止」に基づく設計

とするとともに，「8.2.7 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく

火災防護を行う設計とする。 

溢水，火災及び内部発生飛散物に対して可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処

するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，位置的分散を図る設計とする。 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における

化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して，外部からの衝撃による
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変 更 前 変 更 後 

損傷の防止が図られた建屋等内に保管し，かつ，設計基準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処

設備を設置する場所と異なる場所に保管する設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムに対して，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常

設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設

置する建屋の外壁から 100ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管するとともに異なる場所に

も保管することで位置的分散を図る設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，

落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地内における

化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災及び爆発に対して健全性を確保する設計と

する。 

環境条件に対する健全性については，「8.2.4 環境条件等」に基づく設計とする。 

c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口 

MOX 燃料加工施設における重大事故等の対処においては，建屋等の外から可搬型重大事故等

対処設備を常設重大事故等対処設備に接続して水又は電力を供給する必要のない設計とする。 

(2) 悪影響防止 

重大事故等対処設備は，再処理事業所内の他の設備(安全機能を有する施設，当該重大事故等

対処設備以外の重大事故等対処設備，再処理施設及び再処理施設の重大事故等対処設備を含む。)

に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備は，重大事故等における条件を考慮し，他の設備への影響としては，重大

事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響(電気的な影響を含む。），内部発生飛散物によ

る影響並びに竜巻により飛来物となる影響を考慮し，他の設備の機能に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

系統的な影響について，重大事故等対処設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施設と

して使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系統構成とすること，重大事故等発生前

(通常時)の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすること，他の設備から独立して単独で使用可能なこと，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用すること等により，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

(可搬型放水砲に係る基本設計方針については，可搬型放水砲を申請する申請書で示す。) 

 

重大事故等対処設備からの内部発生飛散物による影響については，回転機器の破損を想定し，

回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備が竜巻により飛来物となる影響については，外部からの衝撃による損傷の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(可搬型放水砲に係る基本設計方針については，可搬型放水砲を申請する申請書で示す。) 
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変 更 前 変 更 後 

防止が図られた建屋等内に設置又は保管することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る，又は，風荷重を考慮し，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は必要に応じて固縛等の

措置をとることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備は，共用対象の施設ごとに要求される技術的要件(重大事故等に対処する

ために必要な機能)を満たしつつ，同じ敷地内に設置する再処理施設と共用することにより安全

性が向上し，かつ，MOX 燃料加工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼさない場合には共用できる

設計とする。 

 

8.2.3  個数及び容量 

(1)  常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその事

象の進展等を考慮し，重大事故等時に必要な目的を果たすために，事故対応手段としての系統設

計を行う。重大事故等の収束は，これらの系統又はこれらの系統と可搬型重大事故等対処設備の

組合せにより達成する。 

「容量」とは，消火剤量，蓄電池容量，タンク容量，発電機容量，計装設備の計測範囲及び作

動信号の設定値等とする。 

常設重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に十分に余裕がある容量を有する設計とする

とともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた個数を

確保する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち安全機能を有する施設の系統及び機器を使用するものについ

ては，安全機能を有する施設の容量の仕様が，系統の目的に応じて必要となる容量に対して十分

であることを確認した上で，安全機能を有する施設としての容量と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機

器を使用するものについては，系統の目的に応じて必要な個数及び容量を有する設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用する常設重大事故等対処設備は，MOX 燃料

加工施設及び再処理施設における重大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設計と

する。 

(2)  可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等の収束において，想定する事象及びその

事象の進展を考慮し，事故対応手段としての系統設計を行う。重大事故等の収束は，これらの系

統の組合せ又はこれらの系統と常設重大事故等対処設備の組合せにより達成する。 

「容量」とは，ポンプ流量，タンク容量，発電機容量，計測器の計測範囲等とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，系統の目的に応じて必要な容量に対して十分に余裕がある容量

を有する設計とするとともに，設備の機能，信頼度等を考慮し，予備を含めた保有数を確保する

設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，複数の機能を兼用することで，設置の効率化，被ばくの低

減が図れるものは，同時に要求される可能性がある複数の機能に必要な容量を合わせた設計と

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3  個数及び容量 

変更なし 
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変 更 前 変 更 後 

し，兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等への対処に必要な個数(必要数)に加え，予備として

故障時のバックアップ及び点検保守による待機除外時のバックアップを合わせて必要数以上確

保する設計とする。 

閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬型重大事故等対処設備は，安全上重要な施設の安全機

能の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失する重大事故等については，当該系統の範囲ごと

に重大事故等への対処に必要な設備を 1セット確保する設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち，再処理施設と共用する可搬型重大事故等対処設備は，MOX

燃料加工施設及び再処理施設における重大事故等の対処に必要となる個数及び容量を有する設

計とする。 

 

8.2.4  環境条件等 

(1) 環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象を要因とする重大事故等に対処するものと外的事象を要因と

する重大事故等に対処するものそれぞれに対して想定される重大事故等が発生した場合におけ

る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場

所(使用場所)及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに，操作が可能な設計と

する。 

重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧力，湿度，放射線，荷重に

加えて，重大事故による環境の変化を考慮した環境温度，環境圧力，環境湿度による影響，重大

事故等時に汽水を供給する系統への影響，自然現象による影響，人為事象の影響及び周辺機器等

からの影響を考慮する。 

荷重としては，重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて，環境温度，環境圧力

及び自然現象による荷重を考慮する。 

自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等

対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，

高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。自然現象

による荷重の組合せについては，地震，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響を考慮する。 

人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等

対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重

大事故等対処設備に影響を与えるおそれのある事象として，敷地内における化学物質の漏えい及

び電磁的障害を選定する。 

なお，これらの自然現象及び人為事象については，設計基準対象の施設について考慮する「3.3

外部からの衝撃による損傷の防止」に示す条件を考慮する。 

重大事故等の要因となるおそれとなる事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定し

た条件より厳しい条件を要因とした外的事象の地震の影響を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4  環境条件等 

変更なし 
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変 更 前 変 更 後 

周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水による波及的影響及び内部発生飛散物を考

慮する。 

また，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等による影響についても考慮

する。 

a. 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場所)に

応じた耐環境性を有する設計とする。閉じ込める機能の喪失の対処に係る常設重大事故等対処

設備は，重大事故等時における建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水するコンクリート構

造物については，腐食を考慮した設計とする。 

地震に対して常設重大事故等対処設備は，「3.1 地震による損傷の防止」に記載する地震力

による荷重を考慮して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因と

した外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する常設重大事故等対処設備は，「8.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とする。 

さらに，地震に対して常設重大事故等対処設備は，当該設備周辺の機器等からの波及的影響

によって重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の

落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，地震により機

能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機

能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，

管理する。 

溢水に対して常設重大事故等対処設備は，想定する溢水量に対して，機能を損なわない高さ

への設置，被水防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

火災に対して常設重大事故等対処設備は，「5. 火災等による損傷の防止」に基づく設計と

することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，溢水及び火災

による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で
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変 更 前 変 更 後 

修理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，

機能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない

期間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，

管理する。 

津波に対して常設重大事故等対処設備は，「3.2 津波による損傷の防止」に基づく設計とす

る。 

屋内の常設重大事故等対処設備は，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影

響に対して外部からの衝撃による損傷を防止できる燃料加工建屋，第１保管庫・貯水所，第２

保管庫・貯水所，緊急時対策建屋，再処理施設の制御建屋及び洞道に設置し，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

屋外の常設重大事故等対処設備は，風(台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風(台

風)及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。凍結，高温及び降水に対して屋外の常設重大事故等

対処設備は，凍結防止対策，高温防止対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，風(台風），竜

巻，積雪，火山の影響，凍結，高温及び降水により機能が損なわれる場合，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工程の停

止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損なわない設計とする。代替設備に

より必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する工

程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理する。 

落雷に対して外部電源系統からの電気の供給の停止及び非常用所内電源設備からの電源の

喪失(以下「全交流電源喪失」という。)を要因とせずに発生する重大事故等に対処する常設重

大事故等対処設備は，直撃雷及び間接雷を考慮した設計とする。直撃雷に対して，当該設備自

体が構内接地網と連接した避雷設備を有する設計とする又は構内接地網と連接した避雷設備

を有する建屋等に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。間接雷に対して，雷サージによる影響を軽減することにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，落雷により機

能が損なわれる場合，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

理の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機

能を損なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期

間で修理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，

管理する。 

生物学的事象に対して常設重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物の侵入を考慮し，
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変 更 前 変 更 後 

これら生物の侵入を防止又は抑制することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

森林火災に対して常設重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，

常設重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，森林火災発生

時に消防車による事前散水による延焼防止を図るとともに代替設備により機能を損なわない

設計とする。消防車による事前散水を含む火災防護計画を，保安規定に定めて，管理する。 

塩害に対して屋内の常設重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区域換気空調設備の給

気系への除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置により，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

また，屋外の常設重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は受電開

閉設備の絶縁性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の常設重大事故等対処設備は，機能を損なわ

ない高さへの設置，被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

電磁的障害に対して常設重大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

周辺機器等からの影響について常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該設

備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ設

置することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，内部発生飛散

物を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対

応を行うこと，関連する工程の停止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，機能を損

なわない設計とする。代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修

理の対応を行うこと，関連する工程を停止すること等については，保安規定に定めて，管理す

る。 

常設重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等に

よる建屋外の環境条件の影響を受けない設計とする。 

 

b. 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合における温度，圧力，

湿度，放射線及び荷重を考慮し，その機能が有効に発揮できるよう，その設置場所(使用場所)
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変 更 前 変 更 後 

及び保管場所に応じた耐環境性を有する設計とする。閉じ込める機能の喪失の対処に係る可搬

型重大事故等対処設備は，重大事故等時における建屋等の環境温度，環境圧力を考慮しても重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系統への影響に対して常時汽水を通水する又は尾駮沼で使

用する可搬型重大事故等対処設備は，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

また，尾駮沼から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

地震に対して可搬型重大事故等対処設備は，「3.1 地震による損傷の防止」に記載する地震

力による荷重を考慮して，当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を講ずる設計とする。 

また，事業(変更)許可を受けた設計基準事故において想定した条件より厳しい条件を要因と

した外的事象の地震に対して，地震を要因とする重大事故等に対処するために重大事故等時に

機能を期待する可搬型重大事故等対処設備は，「8.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とする。 

さらに，当該設備周辺の機器等からの波及的影響によって重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

また，当該設備周辺の資機材の落下，転倒による損傷を考慮して，当該設備周辺の資機材の

落下防止，転倒防止，固縛の措置を行う設計とする。 

溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，溢水に対しては想定する溢水量に対し

て機能を損なわない高さへの設置又は保管，被水防護を行うことにより，火災に対しては，

「8.2.7 可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針」に基づく火災防護を行う

ことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

津波に対して可搬型重大事故等対処設備の保管場所は，「3.2 津波による損傷の防止」に示

す津波による影響を受けない位置に保管する設計とする。 

また，可搬型重大事故等対処設備の据付けは，津波による影響を受けるおそれのない場所を

選定することとし，使用時に津波による影響を受けるおそれのある場所に据付ける場合は，津

波に対して重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪及び火山の影響に対して屋内の可搬型重大事故等

対処設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる建屋等内に保管し，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は，風(台風)及び竜巻に対して風(台風）及び竜巻による

風荷重を考慮し，必要により当該設備又は当該設備を収納するものに対して転倒防止，固縛等

の措置を講じて保管する設計とする。 

ただし，固縛する屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，地震時の移動を考慮して地震後

の機能を維持する設備は，余長を有する固縛で拘束することにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

積雪及び火山の影響に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重を考慮し，損傷防止措置として除雪，除灰及び屋内への配備を実施することに

より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわないよう維持する設計とする。除雪，除灰及
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変 更 前 変 更 後 

び屋内への配備を実施することについては，保安規定に定めて，管理する。 

凍結，高温及び降水に対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，凍結防止対策，高温防止

対策及び防水対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

落雷に対して全交流電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等に対処する可搬型重大事

故等対処設備は，直撃雷を考慮した設計とする。直撃雷に対して，構内接地網と連接した避雷

設備で防護される範囲内に保管する又は構内接地網と連接した避雷設備を有する建屋等に保

管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

生物学的事象に対して可搬型重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫類，小動物及び水生植物の

付着又は侵入を考慮し，これら生物の侵入を防止又は抑制することにより，重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

森林火災に対して可搬型重大事故等対処設備は，防火帯の内側に保管することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

また，森林火災からの輻射強度の影響を考慮した場合においても，離隔距離の確保等により，

可搬型重大事故等対処設備の重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

塩害に対して屋内の可搬型重大事故等対処設備は，換気設備及び非管理区域換気空調設備の

給気系への除塩フィルタ及び粒子フィルタの設置により，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

また，屋外の可搬型重大事故等対処設備は，屋外施設の塗装等による腐食防止対策又は絶縁

性の維持対策により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

敷地内における化学物質の漏えいに対して屋外の可搬型重大事故等対処設備は，機能を損な

わない高さへの設置，被液防護を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時においても電磁波により重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

周辺機器等からの影響について可搬型重大事故等対処設備は，内部発生飛散物に対して当該

設備周辺機器の回転機器の回転羽の損壊による飛散物の影響を考慮し，影響を受けない位置へ

保管することにより重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，同時に発生する可能性のある再処理施設における重大事故等

による建屋外の環境条件の影響を受けない設計とする。 

(2) 重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に

支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定，当該設備の設置場所への遮蔽

の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，放射線の影響を受けない異なる区画若し

くは離れた場所から遠隔で操作可能な設計，又は遮蔽設備を有する緊急時対策所及び再処理施設

の中央制御室で操作可能な設計とする。 

(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設
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変 更 前 変 更 後 

設備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所の選定，当該設備

の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備の設置場所で操作可能な設計，遮蔽設備を有する緊

急時対策所及び再処理施設の中央制御室で操作可能な設計により，当該設備の設置及び常設設備

との接続が可能な設計とする。 

 

8.2.5  操作性及び試験・検査性 

(1)  操作性の確保 

重大事故等対処設備は，手順書の整備，訓練・教育により，想定される重大事故等が発生した

場合においても，確実に操作でき，事業変更許可申請書「六 加工施設において核燃料物質が臨

界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設

及び体制の整備に関する事項」ロで考慮した要員数と想定時間内で，アクセスルートの確保を含

め重大事故等に対処できる設計とする。これらの運用に係る体制，管理等については，保安規定

に定めて，管理する。 

a. 操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なもの

とするため，重大事故等における条件を考慮し，操作する場所において操作が可能な設計とす

る。 

操作する全ての設備に対し，十分な操作空間を確保するとともに，確実な操作ができるよう，

必要に応じて操作足場を設置する。 

また，防護具，可搬型照明は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備することを保安規

定に定めて，管理する。 

現場操作において工具を必要とする場合は，一般的に用いられる工具又は専用の工具を用い

て，確実に作業ができる設計とする。工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保

管できる設計とする。可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるよう，人力又は

車両等による運搬，移動ができるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張出し又は

輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

現場の操作スイッチは，非常時対策組織要員の操作性を考慮した設計とする。 

また，電源操作が必要な設備は，感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設

計とする。 

現場において人力で操作を行う弁等は，手動操作が可能な設計とする。 

現場での接続操作は，ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，接続方

式を統一することにより，速やかに，容易かつ確実に接続が可能な設計とする。 

現場操作における誤操作防止のために重大事故等対処設備には識別表示を設置する設計と

する。 

また，重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は，必要な時間内に操作で

きるように中央監視室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器具は非常時対策組織要員

の操作性を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

8.2.5  操作性及び試験・検査性 
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変 更 前 変 更 後 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動的機器は，その作動状

態の確認が可能な設計とする。 

b. 系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の用途(安全機能を有する施設としての用途等)以外の用途

として重大事故等に対処するために使用する設備は，通常時に使用する系統から速やかに切替

操作が可能なように，系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

c. 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては，容易かつ確実に接続で

き，かつ，複数の系統が相互に使用することができるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又は

より簡便な接続方式を用いる設計とし，ダクト・ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度

等の特性に応じたフランジ接続又はより簡便な接続方式を用いる設計とする。 

また，同一ポンプを接続するホースは，流量に応じて口径を統一すること等により，複数の

系統での接続方式を考慮した設計とする。 

d. 再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備の保管場所から

設置場所への運搬及び接続場所への敷設，又は他の設備の被害状況を把握するため，再処理事

業所内の屋外道路及び屋内通路をアクセスルートとして確保できるよう，以下の設計とする。 

アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含め，自然現象，人為事象，溢水，火災

を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアクセス

ルートを確保する設計とする。 

アクセスルートに対する自然現象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での

発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点

から，アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波(敷地に遡上する津

波を含む。），洪水，風(台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象及

び森林火災を選定する。 

アクセスルートに対する人為事象については，重大事故等時における敷地及びその周辺での

発生の可能性，アクセスルートへの影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点

から，アクセスルートに影響を与えるおそれのある事象として選定する航空機落下，敷地内に

おける化学物質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の衝突及

び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，迂回路も考慮した複数のアクセ

スルートを確保する設計とする。 

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶の衝突については立地的要因により設計上考慮する必要は

ない。落雷及び電磁的障害に対しては，道路面が直接影響を受けることはないことからアクセ

スルートへの影響はない。生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスルート

への影響はない。 

屋外のアクセスルートは，「3.1 地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響(周辺構

造物等の損壊，周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象による影響(風(台風)及
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変 更 前 変 更 後 

び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影響)及び人為事象による影響(航空機落下，爆発)を

想定し，複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早急に復旧可能なアクセスルートを確

保するため，障害物を除去可能なホイールローダを使用する。 

(ホイールローダに係る基本設計方針については，ホイールローダを申請する申請書で示

す。) 

屋外のアクセスルートは，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路上へ

の自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所に確保する設計とする。 

屋外のアクセスルートは，「3.1 地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響による周

辺斜面の崩壊及び道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイー

ルローダにより崩壊箇所を復旧する又は迂回路を確保する設計とする。 

不等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては，段差緩和対策を行う設計とす

る。 

屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して，車両はタイヤ

チェーン等を装着することにより通行性を確保できる設計とする。 

屋内のアクセスルートは，「3.1 地震による損傷の防止」の地震を考慮した建屋等に複数確

保する設計とする。屋内のアクセスルートは，津波に対して立地的要因によりアクセスルート

への影響はない。 

屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する風(台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩害，航空機落下，敷地内に

おける化学物質の漏えい，近隣工場等の火災，爆発，有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部

からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に確保する設計とする。 

再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路を確保するために，上記の設計に加え，以下を保安

規定に定めて，管理する。 

・尾駮沼取水場所Ａ，尾駮沼取水場所Ｂ又は二又川取水場所Ａ(以下「敷地外水源」という。)

の取水場所及び取水場所への屋外のアクセスルートに遡上するおそれのある津波に対し

ては，津波警報の解除後に対応を開始すること。また，津波警報の発令を確認時にこれら

の場所において対応中の場合に備え，非常時対策組織要員及び可搬型重大事故等対処設備

を一時的に退避すること。 

・屋外のアクセスルートは，「3.1 地震による損傷の防止」にて考慮する地震の影響による

周辺斜面の崩壊，道路面のすべりによる崩壊土砂及び不等沈下等に伴う段差の発生が想定

される箇所においては，ホイールローダにより復旧すること。 

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して，道路につい

ては，融雪剤を配備すること。 

・敷地内における化学物質の漏えいに対して薬品防護具を配備し，必要に応じて着用するこ

と。 

・屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象及び人為事象のうち森林火災及び近隣工場

等の火災に対しては，消防車による初期消火活動を行うこと。 

 

 

 

(ホイールローダに係る基本設計方針については，ホイールローダを申請する申請書で示

す。) 
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変 更 前 変 更 後 

・屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水を考慮し，防護具を配備し，必要に応

じて着用すること。また，地震時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機

材の落下防止，転倒防止及び固縛の措置並びに火災の発生防止対策を実施すること。 

・屋外及び屋内のアクセスルートにおいては，被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用すること。また，夜間及び停電時の確実な運搬や移

動のため可搬型照明を配備すること。 

(2) 試験・検査性 

重大事故等対処設備は，通常時において，重大事故等への対処に必要な機能を確認するための

試験又は検査並びに当該機能を健全に維持するための保守及び修理が実施できるよう，機能・性

能の確認，漏えいの有無の確認，分解点検等ができる構造とする。 

試験又は検査は，使用前事業者検査，定期事業者検査，自主検査等が実施可能な設計とする。 

また，保守及び修理は，維持活動としての点検(日常の運転管理の活用を含む。），取替え，保修

等が実施可能な設計とする。 

多重性を備えた系統及び機器にあっては，各々が独立して試験又は検査並びに保守及び修理が

できる設計とする。構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は，原則として分解・

開放(非破壊検査を含む。)が可能な設計とし，機能・性能確認，各部の経年劣化対策及び日常点

検を考慮することにより，分解・開放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。 

 

8.2.6  地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計 

(1) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計の基本方針 

基準地震動Ｓｓを超える地震動に対して機能維持が必要な施設については，重大事故等対処施

設及び安全機能を有する施設の耐震設計における設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造

上の特徴，重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震

力に対して，必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，以下のとおり耐震設計を

行う。 

a. 事業(変更)許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事故の発生を

仮定する機器の特定において，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持でき

る設計とした設備(以下「起因に対し発生防止を期待する設備」という。)は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2 倍した地震力に対して，閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

起因に対し発生防止を期待する設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し

た地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，起因に対し発

生防止を期待する設備を支持できる設計とする。 

b. 地震を要因として発生する重大事故等に対処する常設重大事故等対処設備(以下「対処する

常設重大事故等対処設備」という。)は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，想定す

る重大事故等を踏まえ，火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要因として発生す

る重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

対処する常設重大事故等対処設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力によって設置する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.6  地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計 

変更なし 
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変 更 前 変 更 後 

建物・構築物に生じる変形等の地震影響を考慮し，地震を要因として発生する重大事故等に対

処するために必要な機能が維持できる設計とする。 

対処する常設重大事故等対処設備を設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力によって設置する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，対処する常設重

大事故等対処設備を支持できる設計並びに重大事故等の対処に係る操作場所及びアクセスル

ートが保持できる設計とする。 

c. 地震を要因として発生する重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備(以下「対処す

る可搬型重大事故等対処設備」という。)は，各保管場所における基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し

た地震力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，閉じ込め機能等の地震を要因として発生す

る重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，転倒しないよう固縛等の措置を

講ずるとともに，動的機器については加振試験等により地震を要因として発生する重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれない設計とする。 

また，ダクト等の静的機器は，複数の保管場所に分散して保管することにより，地震を要因

として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し

た地震力によって保管する建物・構築物に生じる変形等の地震影響においても，保管場所，操

作場所及びアクセスルートが保持できる設計とする。 

起因に対し発生防止を期待する設備，対処する常設重大事故等対処設備及び対処する可搬型

重大事故等対処設備は，個別の設備の機能や設計を踏まえて，地震を要因とする重大事故等時

において，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力による影響によって，機能を損なわない設計と

する。 

(2) 地震力の算定方法 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計に用いる動的地震力は，

「第１章 3.自然現象等」における「3.1.1(3)b.(a) 入力地震動」の解放基盤表面で定義する基

準地震動Ｓｓの加速度を 1.2 倍した地震動により算定した地震力を適用する。 

(3) 荷重の組合せと許容限界 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計における荷重の組合せ

と許容限界は，以下によるものとする。 

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の耐震設計においては，必要な機能

である火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管

場所の保持機能，支持機能等を維持する設計とする。 

建物・構築物に要求される操作場所及びアクセスルートの保持機能，保管場所の保持機能並び

に支持機能については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，当該機能が要求される施

設の構造強度を確保することで機能を維持できる設計とする。 

機器・配管系に要求される火災感知機能等については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に

対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで機能を維持できる設計とする。 

また，機器・配管系に要求される消火機能，閉じ込め機能については，構造強度を確保すると
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変 更 前 変 更 後 

ともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定することで機能を維

持できる設計とする。 

可搬型設備に要求される閉じ込め機能，支援機能等については，可搬型設備の特性に応じて，

構造強度を確保する又は当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定す

ることで機能が維持できる設計とする。 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(a) 建物・構築物 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の「a.耐震

設計上考慮する状態」の「(b)重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において

「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。 

なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物

も同様に適用する。 

(b) 機器・配管系 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の「a. 耐

震設計上考慮する状態」の「(b) 重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合におい

て「重大事故等」を「地震を要因とする重大事故等」に読み替えて適用する。 

(c) 可搬型設備 

イ. 通常時の状態 

当該設備を保管している状態。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の状態 

MOX 燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれがある事故又は地震を

要因とする重大事故等の状態で，対処する可搬型重大事故等対処設備の機能を必要とする

状態。 

ハ. 設計用自然条件 

屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，

風）。 

b. 荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の「b. 荷

重の種類」の「(b) 重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故

等」を「地震を要因とする重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力」と読み替えて適用する。 

なお，対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する重大事故等対処施設の建物・構築物

も同様に適用する。 

(b) 機器・配管系 

第 1章 共通項目の「3.1.1 耐震設計」の「(4) 荷重の組合せと許容限界」の「b. 荷
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別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

重の種類」の「(b) 重大事故等対処施設」に基づく設計とし，その場合において「重大事故

等」を「地震を要因とする重大事故等」に，「地震力」を「基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力」と読み替えて適用する。 

(c) 可搬型設備 

イ. 通常時に作用している荷重 

通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載荷重とする。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。 

対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから重大事故等起因の荷重

は考慮しない。 

ハ. 対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力，積雪荷重及び風荷重 

対処する可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力を考慮する。屋外に保管

する設備については，積雪荷重及び風荷重も考慮する。 

c. 荷重の組合せ 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とほかの荷重との組合せは，以下によるものとする。 

(a) 建物・構築物 

イ. 起因に対し発生防止を期待する設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物に

ついては，通常時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及

び風荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を組み合わせる。 

ロ. 対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は対処する可搬

型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・構築物については，通常

時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準

地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 

ハ. 対処する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設又は対処する可搬

型重大事故等対処設備が保管される重大事故等対処施設の建物・構築物について，通常時

に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事

故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。この組み合わせについては，

事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的

に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定し，通

常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水

圧とする。 

(b) 機器・配管系 

イ. 起因に対し発生防止を期待する設備に係る機器・配管系については，通常時に作用して

いる荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 

ロ. 対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系については，通常時に作用してい

る荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 
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別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

ハ. 対処する常設重大事故等対処設備に係る機器・配管系について，通常時に作用している

荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故

事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み

合わせる。この組み合わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については

対策の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置される施設については，建物・構築物と

同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

(c) 可搬型設備 

イ. 対処する可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用している荷重と対処する可搬型重

大事故等対処設備の保管場所における地震力とを組み合わせる。 

ロ. 対処する可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考え方について，保管

状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。ただし，屋外に設置される施設

については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

d. 荷重の組合せ上の留意事項 

イ. ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較して明らかに厳し

いことが判明している場合には，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがあ

る。 

ロ. 対処する常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認

する場合においては，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と通常時に作用している荷重及

びその他必要な荷重とを組み合わせる。 

ハ. 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい

施設や，通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，基

準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力との組み合わせを考慮する。 

ニ. 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，風荷重の

影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設において

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力との組み合わせを考慮する。 

e. 許容限界 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，

以下のとおりとする。 

(a) 起因に対し発生防止を期待する設備 

起因に対し発生防止を期待する設備となる露出した MOX 粉末を取り扱い，さらに火災源を

有するグローブボックスは，閉じ込め機能を維持するため，パネルにき裂や破損が生じない

こと及び転倒しない設計とする。 

また，当該グローブボックスの内装機器の落下・転倒防止機能の確保に当たっては，放射

性物質(固体)の閉じ込めバウンダリを構成する容器等を保持する設備の破損により，容器等

が落下又は転倒しない設計とする。 

上記の閉じ込め機能を維持するために確保する構造強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの
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別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

1.2 倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレ

ベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがな

い限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許

容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能が維持できる許容限界を適切に設定する。 

(b) 対処する常設重大事故等対処設備 

対処する常設重大事故等対処設備の火災感知機能，消火機能，閉じ込め機能等の地震を要

因として発生する重大事故等に対処するために必要な機能を維持するために確保する構造

強度の許容限界は，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じ

た場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，そ

の施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。それ以外を

適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，消火機能，閉じ込め機能等の維持が必要な設備について

は，その機能が維持できる許容限界を適切に設定する。 

(c) 対処する可搬型重大事故等対処設備 

対処する可搬型重大事故等対処設備の許容限界は，保管する対処する可搬型重大事故等対

処設備の構造を踏まえて設定する。 

取付ボルト等の構造強度は，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対し，塑性域に達するひ

ずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値とする。

それ以外を適用する場合は各機能が維持できる許容限界とする。 

上記構造強度の許容限界のほか，閉じ込め機能等の維持が必要な設備については，その機

能が維持できる許容限界を適切に設定する。 

(d) 起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備を設置する建

物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物 

起因に対し発生防止を期待する設備及び対処する常設重大事故等対処設備を設置する建

物・構築物並びに対処する可搬型重大事故等対処設備を保管する建物・構築物は，基準地震

動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対し，建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひ

ずみ等)が終局耐力時の変形等の地震影響を考慮しても，地震を要因とする重大事故等に対

する重大事故等対処施設の機能が維持できる設計とする。その上で，耐震評価においては，

地震を要因とする重大事故等に対する重大事故等対処施設の必要な機能が発揮できること

を確認するため，機能維持に必要となる施設の部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等に対

して，妥当な安全余裕を有することを確認する。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その

変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の 大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切

に定めるものとする。 
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別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

8.2.7  可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針 

可搬型重大事故等対処設備は，共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれることがないことを求められている。 

MOX 燃料加工施設の重大事故等対処設備の内部火災に対する設計方針については，「5.火災等に

よる損傷の防止」に示すとおりであり，これを踏まえた，上記の可搬型重大事故等対処設備に求

められる設計方針を達成するための内部火災に対する防護方針を以下に示す。 

(1)  可搬型重大事故等対処設備の火災発生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管する建屋内，建屋近傍，外部保管エリアは，発火性物質又は

引火性物質を内包する設備に対する火災発生防止を講ずるとともに，発火源に対する対策，水素

に対する換気及び漏えい検出対策及び接地対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼損の

防止対策を講ずる設計とする。 

(2)  不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不

燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，代替材料を使用する設計とする。 

また，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該可搬型重大事故等対処設備における火災に

起因して，他の可搬型重大事故等対処設備の火災が発生することを防止するための措置を講ずる

設計とする。 

(3)  落雷，地震等の自然現象による火災の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能性，可搬型重大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や

事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に可搬型重大事故等対処設備に影響を与え

るおそれがある事象として，地震，津波，風(台風），竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象，森林火災及び塩害を選定する。 

風(台風），竜巻及び森林火災は，それぞれの事象に対して重大事故等に対処するために必要な

機能を損なうことのないように，自然現象から防護する設計とすることで，火災の発生を防止す

る。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響に対しては，侵入防止対策によって影響を受けな

い設計とする。 

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学的事象及び塩害は，発火源となり得る自然現象ではな

く，火山の影響についても，火山から MOX 燃料加工施設に到達するまでに降下火砕物が冷却され

ることを考慮すると，発火源となり得る自然現象ではない。 

したがって，MOX 燃料加工施設で火災を発生させるおそれのある自然現象として，落雷，地震，

竜巻(風(台風)を含む)及び森林火災によって火災が発生しないように，火災防護対策を講ずる設

計とする。 

(4)  早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，可搬型重大事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，早

期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。 

8.2.7  可搬型重大事故等対処設備の内部火災に対する防護方針 

変更なし 
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変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

可搬型重大事故等対処設備に影響を及ぼすおそれのある火災を早期に感知するとともに，火災

の発生場所を特定するために，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器又は同等の機能を有

する機器を組み合わせて設置する設計とする。 

消火設備のうち消火栓，消火器等は，火災の二次的影響が重大事故等対処設備に及ばないよう

適切に配置する設計とする。 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏まえ，想定される火災の性質に応じた容量の消火剤を備え

る設計とする。 

火災時の消火活動のため，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を配

備する設計とする。 

重大事故等への対処を行う屋内のアクセスルートには，重大事故等が発生した場合のアクセス

ルート上の火災に対して初期消火活動ができるよう消火器を配備し，初期消火活動については保

安規定に定めて,管理する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所のうち，火災発生時の煙又は放射線の影響により消火活

動が困難となるところには，固定式消火設備を設置することにより，消火活動が可能な設計とす

る。 

消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，蓄電池を内蔵した照明器具を設置する設計

とする。 

(5)  火災感知設備及び消火設備に対する自然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地震等の自然現象によっても，火災感知及び消火の機能，性能

が維持されるよう，凍結，風水害，地震時の地盤変位を考慮した設計とする。 
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