
 

 
 

添付 5-(6)-1 

(1/3) 

 

 

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

（
各
機
器
）

発
電
機

タ
ー
ビ
ン

タ
ー
ビ
ン
バ
イ
パ
ス
弁

復
水
ポ
ン
プ

循
環
水
ポ
ン
プ

復
水
器

放
水
ピ
ッ
ト

脱
気
器

主
給
水
ポ
ン
プ

（
主
給
水
系

）

（
補
助
給
水
系

）
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

補
助
給
水

タ
ン
ク

制
御
用
空
気
圧
縮
装
置

所
内
用
空
気
系

加
圧
器
逃
が
し
タ
ン
ク

格
納
容
器
サ
ン
プ格

納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ

充
て
ん
ポ
ン
プ

ほ
う
酸
ポ
ン
プ

１
次
系
純
水
ポ
ン
プ

１
次
系
純
水
タ
ン
ク

ほ
う
酸
タ
ン
ク

（
化
学
体
積
制
御
系

）

体
積
制
御
タ
ン
ク

ほ
う
酸
混
合
器

余
熱
除
去
冷
却
器

（
低
圧
注
入
系

）

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

ほ
う
酸
注
入
タ
ン
ク

高
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
高
圧
注
入
系

）

原
子
炉
補
機
冷
却
水

原
子
炉
補
機
冷
却
水

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

（
非
常
用
Ｃ
Ｖ
冷
却
系

）

燃
料
取
替
用
水
ポ
ン
プ

燃
料
取
替
用
水

タ
ン
ク

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ポ
ン
プ

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
冷
却
器

原
子
炉
補
機
冷
却
水

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ

（
常
用
Ｃ
Ｖ
冷
却
系

）

加
圧
器
逃
が
し
弁

加
圧
器
安
全
弁

加
圧
器
補
助
ス
プ
レ
イ
弁

Ｎ
２

加
圧
器
ス
プ
レ
イ
弁

制
御
棒

ヒ
ー
タ

蒸 気 発 生 器

加 圧 器

蓄 圧 タ ン ク
（ 蓄 圧 注 入 系 ）

原
子
炉
容
器 格
納
容
器
サ
ン
プ
ポ
ン
プ

１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ

高
温
側

配
管

（ 制 御 用 空 気 系 統 ）

原
子
炉
格
納
容
器

主
蒸
気
隔
離
弁

主
蒸
気
逃
が
し
弁 主

蒸
気
安
全
弁

（
主
蒸
気
系

）

（
海
水
系
）

原
子
炉
補
機
冷
却
水
冷
却
器

（
補
機
冷
却
水
系
）

ろ
過
水
タ
ン
ク

消
火
ポ
ン
プ

液
体
廃
棄
物
処
理
系

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
器

N
2
マ
ニ
ホ
ー
ル
ド

原
子
炉
補
機
冷
却
水
サ
ー
ジ
タ
ン
ク

格
納
容
器

再
循
環
ユ
ニ
ッ
ト

泊
発
電
所
１
号
機
の
系
統
構
成
の
概
要
（
全
体
概

要
）
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(2/3) 

 

M

M M M M

R

M

M MM M

M

M

M

M

窒素

原子炉補機冷却水サージタンク

２次系純水タンク

燃料取替用水タンク

海水海水海水海水

ABCD

原子炉補機冷却水
ポンプ

原子炉補機冷却水ポンプモータC,D

制御用空気圧縮機B

格納容器再循環装置C,D

高圧注入ポンプモータB

余熱除去ポンプモータB

充てんポンプモータC

格納容器スプレイ冷却器B

余熱除去冷却器B

使用済燃料ピット冷却器B

格納容器
　スプレイポンプモータB

１次冷却材ポンプB

原子炉補機冷却水ポンプモータA,B

制御用空気圧縮機A

格納容器再循環装置A,B

高圧注入ポンプモータA

余熱除去ポンプモータA

充てんポンプモータA,B

格納容器スプレイ冷却器A

余熱除去冷却器A

使用済燃料ピット冷却器A

格納容器
　スプレイポンプモータA

１次冷却材ポンプA

(

安
全
上
重
要
な
補
機
へ
の
供
給
範
囲)

原子炉補機
冷却水モニタ

洗
た
く
設
備

水
素
再
結
合
ガ
ス
圧
縮
装
置

酸
液
ド
レ
ン
ポ
ン
プ

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
固
化
装
置

補
助
蒸
気
復
水
モ
ニ
タ
冷
却
器

封
水
冷
却
器

非
再
生
冷
却
器

ほ
う
酸
回
収
装
置

水
素
再
結
合
装
置

廃
液
蒸
発
装
置(

良
水
質
・
低
水
質)

ガ
ス
圧
縮
装
置

ブ
ロ
ー
ダ
ウ
ン
サ
ン
プ
ル
冷
却
器

１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ
モ
ー
タ

余
剰
抽
出
冷
却
器

制
御
棒
駆
動
装
置
冷
却
ユ
ニ
ッ
ト

M M

M M

M M MM

サンプル冷却器B

格納容器雰囲気ガス
　　　　　サンプル冷却器

サンプル冷却器A

原子炉補機冷却水
冷却器

 

 

泊発電所１号機の系統構成の概要（原子炉補機冷却水系） 

 



 

 

添
付

5-(6)-1 

(3/3) 

Ｂ
補
助
建
屋
給
気
フ
ァ
ン

6.6kV 6－B母線

275kV

275kV 66kV
主変圧器

発電機

所内変圧器 起動変圧器 予備変圧器

D 動力変圧器

2,300kVA

B 動力変圧器

2,800kVA

A 動力変圧器

2,800kVA

C 動力変圧器

2,300kVA

2号機

2号機

G

6.6kV 6－A母線 6.6kV 6－D母線6.6kV 6－C母線

40/24－24MVA
20MVA

40/25－25MVA

Ａ
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ａ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｂ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ａ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

Ｂ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ａ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ａ
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

Ｂ
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｂ
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

Ｃ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ｄ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ｂ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

Ｃ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｄ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ａ
循
環
水
ポ
ン
プ

　
排
ガ
ス
ブ
ロ
ワ

　
電
動
機
駆
動
消
火
ポ
ン
プ

Ｂ
主
給
水
ポ
ン
プ

Ａ
主
給
水
ポ
ン
プ

Ａ
復
水
ポ
ン
プ

Ａ
１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ

Ｂ
循
環
水
ポ
ン
プ

　
予
　
備

Ｃ
主
給
水
ポ
ン
プ

　
開
閉
所
電
気
室

Ｂ
復
水
ポ
ン
プ

Ｂ
１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ

Ｃ
復
水
ポ
ン
プ

Ａ
充
て
ん
ポ
ン
プ

Ａ
軸
受
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｂ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ａ
安
全
補
機
開
閉
器
室
給
気
フ
ァ
ン

Ａ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ａ
配
管
保
温
用
変
圧
器

Ａ
制
御
用
空
気
圧
縮
機

Ａ
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ポ
ン
プ

Ｂ
空
調
用
冷
凍
機

Ａ
空
調
用
冷
凍
機

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

440V 4－A母線 440V 4－B母線 440V 4－D母線440V 4－C母線

Ｂ
充
て
ん
ポ
ン
プ

Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ

Ｂ
軸
受
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｃ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ｄ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ｂ
配
管
保
温
用
変
圧
器

Ｂ
制
御
用
空
気
圧
縮
機

Ｂ
安
全
補
機
開
閉
器
室
給
気
フ
ァ
ン

Ｂ
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ポ
ン
プ

Ｃ
空
調
用
冷
凍
機

Ｄ
空
調
用
冷
凍
機

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
格
納
容
器
内
雑
動
力
主
分
電
盤

Ａ
燃
料
取
扱
棟
排
気
フ
ァ
ン

Ａ
補
助
建
屋
給
気
フ
ァ
ン

Ａ
補
助
建
屋
排
気
フ
ァ
ン

Ａ
低
圧
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
ポ
ン
プ

Ａ
制
御
棒
駆
動
電
源
Ｍ
―
Ｇ
セ
ッ
ト

Ａ
復
水
器
真
空
ポ
ン
プ

　
２
次
系
雑
動
力
変
圧
器

Ｃ
軸
受
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｂ
補
助
建
屋
排
気
フ
ァ
ン

Ｂ
低
圧
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
ポ
ン
プ

Ｂ
制
御
棒
駆
動
電
源
Ｍ
―
Ｇ
セ
ッ
ト

Ｂ
復
水
器
真
空
ポ
ン
プ

　
１
次
系
雑
動
力
変
圧
器

Ｂ
燃
料
取
扱
棟
排
気
フ
ァ
ン

Ｃ
補
助
建
屋
排
気
フ
ァ
ン

Ｃ
復
水
器
真
空
ポ
ン
プ

Ａ
復
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ａ
給
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｂ
給
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ａ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

Ｂ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

Ｃ
給
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｂ
復
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｃ
復
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｂ
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
加
圧
器
制
御
ヒ
ー
タ

　
復
水
脱
塩
装
置
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
格
納
容
器
ポ
ー
ラ
ク
レ
ー
ン

　
格
納
容
器
内
換
気
系
イ
ン
プ
レ
ー
ス
テ
ス
ト
電
源

　
循
環
水
ポ
ン
プ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ｃ
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ａ
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

A1A2 Ａ
加
圧
器
後
備
ヒ
ー
タ

Ｂ
加
圧
器
後
備
ヒ
ー
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

B1B2 　
補
助
ボ
イ
ラ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
所
内
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
補
助
建
屋
換
気
系
イ
ン
プ
レ
ー
ス
テ
ス
ト
電
源

Ｄ
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ｃ
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ａ
放
射
性
廃
棄
物
処
理
建
屋
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

440V 4－E母線

Ｂ
所
内
空
気
圧
縮
機

　
循
環
水
ポ
ン
プ
建
屋
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ａ
所
内
空
気
圧
縮
機

　
予
　
備

　
タ
ー
ビ
ン
室
天
井
ク
レ
ー
ン

Ａ
碍
子
洗
浄
ポ
ン
プ

Ｂ
碍
子
洗
浄
ポ
ン
プ

1号　
タ
ー
ビ
ン
室
天
井
ク
レ
ー
ン

2号 Ｂ
放
射
性
廃
棄
物
処
理
建
屋
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

E動力変圧器

2,300kVA

　
管
理
事
務
所
非
常
電
源

　
給
排
水
処
理
建
屋

　
管
理
事
務
所

　
予
　
備

　
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫

　
タ
ー
ビ
ン
室
補
助
天
井
ク
レ
ー
ン

 

泊発電所１号機の系統構成の概要（所内電源系） 

Ｂ
補
助
建
屋
給
気
フ
ァ
ン

6.6kV 6－B母線

275kV

275kV 66kV
主変圧器

発電機

所内変圧器 起動変圧器 予備変圧器

D 動力変圧器

2,300kVA

B 動力変圧器

2,800kVA

A 動力変圧器

2,800kVA

C 動力変圧器

2,300kVA

2号機

2号機

G

6.6kV 6－A母線 6.6kV 6－D母線6.6kV 6－C母線

40/24－24MVA
20MVA

40/25－25MVA

Ａ
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ａ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｂ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ａ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

Ｂ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ａ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ａ
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

Ｂ
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｂ
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

Ｃ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ｄ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ｂ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

Ｃ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｄ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ａ
循
環
水
ポ
ン
プ

　
排
ガ
ス
ブ
ロ
ワ

　
電
動
機
駆
動
消
火
ポ
ン
プ

Ｂ
主
給
水
ポ
ン
プ

Ａ
主
給
水
ポ
ン
プ

Ａ
復
水
ポ
ン
プ

Ａ
１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ

Ｂ
循
環
水
ポ
ン
プ

　
予
　
備

Ｃ
主
給
水
ポ
ン
プ

　
開
閉
所
電
気
室

Ｂ
復
水
ポ
ン
プ

Ｂ
１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ

Ｃ
復
水
ポ
ン
プ

Ａ
充
て
ん
ポ
ン
プ

Ａ
軸
受
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｂ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ａ
安
全
補
機
開
閉
器
室
給
気
フ
ァ
ン

Ａ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ａ
配
管
保
温
用
変
圧
器

Ａ
制
御
用
空
気
圧
縮
機

Ａ
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ポ
ン
プ

Ｂ
空
調
用
冷
凍
機

Ａ
空
調
用
冷
凍
機

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

440V 4－A母線 440V 4－B母線 440V 4－D母線440V 4－C母線

Ｂ
充
て
ん
ポ
ン
プ

Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ

Ｂ
軸
受
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｃ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ｄ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ｂ
配
管
保
温
用
変
圧
器

Ｂ
制
御
用
空
気
圧
縮
機

Ｂ
安
全
補
機
開
閉
器
室
給
気
フ
ァ
ン

Ｂ
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ポ
ン
プ

Ｃ
空
調
用
冷
凍
機

Ｄ
空
調
用
冷
凍
機

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
格
納
容
器
内
雑
動
力
主
分
電
盤

Ａ
燃
料
取
扱
棟
排
気
フ
ァ
ン

Ａ
補
助
建
屋
給
気
フ
ァ
ン

Ａ
補
助
建
屋
排
気
フ
ァ
ン

Ａ
低
圧
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
ポ
ン
プ

Ａ
制
御
棒
駆
動
電
源
Ｍ
―
Ｇ
セ
ッ
ト

Ａ
復
水
器
真
空
ポ
ン
プ

　
２
次
系
雑
動
力
変
圧
器

Ｃ
軸
受
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｂ
補
助
建
屋
排
気
フ
ァ
ン

Ｂ
低
圧
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
ポ
ン
プ

Ｂ
制
御
棒
駆
動
電
源
Ｍ
―
Ｇ
セ
ッ
ト

Ｂ
復
水
器
真
空
ポ
ン
プ

　
１
次
系
雑
動
力
変
圧
器

Ｂ
燃
料
取
扱
棟
排
気
フ
ァ
ン

Ｃ
補
助
建
屋
排
気
フ
ァ
ン

Ｃ
復
水
器
真
空
ポ
ン
プ

Ａ
復
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ａ
給
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｂ
給
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ａ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

Ｂ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

Ｃ
給
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｂ
復
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｃ
復
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｂ
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
加
圧
器
制
御
ヒ
ー
タ

　
復
水
脱
塩
装
置
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
格
納
容
器
ポ
ー
ラ
ク
レ
ー
ン

　
格
納
容
器
内
換
気
系
イ
ン
プ
レ
ー
ス
テ
ス
ト
電
源

　
循
環
水
ポ
ン
プ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ｃ
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ａ
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

A1A2 Ａ
加
圧
器
後
備
ヒ
ー
タ

Ｂ
加
圧
器
後
備
ヒ
ー
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

B1B2 　
補
助
ボ
イ
ラ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
所
内
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
補
助
建
屋
換
気
系
イ
ン
プ
レ
ー
ス
テ
ス
ト
電
源

Ｄ
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ｃ
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ａ
放
射
性
廃
棄
物
処
理
建
屋
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

440V 4－E母線

Ｂ
所
内
空
気
圧
縮
機

　
循
環
水
ポ
ン
プ
建
屋
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ａ
所
内
空
気
圧
縮
機

　
予
　
備

　
タ
ー
ビ
ン
室
天
井
ク
レ
ー
ン

Ａ
碍
子
洗
浄
ポ
ン
プ

Ｂ
碍
子
洗
浄
ポ
ン
プ

1号　
タ
ー
ビ
ン
室
天
井
ク
レ
ー
ン

2号 Ｂ
放
射
性
廃
棄
物
処
理
建
屋
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

E動力変圧器

2,300kVA

　
管
理
事
務
所
非
常
電
源

　
給
排
水
処
理
建
屋

　
管
理
事
務
所

　
予
　
備

　
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫

　
タ
ー
ビ
ン
室
補
助
天
井
ク
レ
ー
ン

Ｂ
補
助
建
屋
給
気
フ
ァ
ン

6.6kV 6－B母線

275kV

275kV 66kV
主変圧器

発電機

所内変圧器 起動変圧器 予備変圧器

D 動力変圧器

2,300kVA

B 動力変圧器

2,800kVA

A 動力変圧器

2,800kVA

C 動力変圧器

2,300kVA

2号機

2号機

G

6.6kV 6－A母線 6.6kV 6－D母線6.6kV 6－C母線

40/24－24MVA
20MVA

40/25－25MVA

Ａ
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ａ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｂ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ａ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

Ｂ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ａ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ａ
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

Ｂ
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｂ
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

Ｃ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ｄ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ｂ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

Ｃ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｄ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ａ
循
環
水
ポ
ン
プ

　
排
ガ
ス
ブ
ロ
ワ

　
電
動
機
駆
動
消
火
ポ
ン
プ

Ｂ
主
給
水
ポ
ン
プ

Ａ
主
給
水
ポ
ン
プ

Ａ
復
水
ポ
ン
プ

Ａ
１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ

Ｂ
循
環
水
ポ
ン
プ

　
予
　
備

Ｃ
主
給
水
ポ
ン
プ

　
開
閉
所
電
気
室

Ｂ
復
水
ポ
ン
プ

Ｂ
１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ

Ｃ
復
水
ポ
ン
プ

Ａ
充
て
ん
ポ
ン
プ

Ａ
軸
受
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｂ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ａ
安
全
補
機
開
閉
器
室
給
気
フ
ァ
ン

Ａ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ａ
配
管
保
温
用
変
圧
器

Ａ
制
御
用
空
気
圧
縮
機

Ａ
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ポ
ン
プ

Ｂ
空
調
用
冷
凍
機

Ａ
空
調
用
冷
凍
機

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

440V 4－A母線 440V 4－B母線 440V 4－D母線440V 4－C母線

Ｂ
充
て
ん
ポ
ン
プ

Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ

Ｂ
軸
受
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｃ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ｄ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ｂ
配
管
保
温
用
変
圧
器

Ｂ
制
御
用
空
気
圧
縮
機

Ｂ
安
全
補
機
開
閉
器
室
給
気
フ
ァ
ン

Ｂ
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ポ
ン
プ

Ｃ
空
調
用
冷
凍
機

Ｄ
空
調
用
冷
凍
機

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
格
納
容
器
内
雑
動
力
主
分
電
盤

Ａ
燃
料
取
扱
棟
排
気
フ
ァ
ン

Ａ
補
助
建
屋
給
気
フ
ァ
ン

Ａ
補
助
建
屋
排
気
フ
ァ
ン

Ａ
低
圧
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
ポ
ン
プ

Ａ
制
御
棒
駆
動
電
源
Ｍ
―
Ｇ
セ
ッ
ト

Ａ
復
水
器
真
空
ポ
ン
プ

　
２
次
系
雑
動
力
変
圧
器

Ｃ
軸
受
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｂ
補
助
建
屋
排
気
フ
ァ
ン

Ｂ
低
圧
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
ポ
ン
プ

Ｂ
制
御
棒
駆
動
電
源
Ｍ
―
Ｇ
セ
ッ
ト

Ｂ
復
水
器
真
空
ポ
ン
プ

　
１
次
系
雑
動
力
変
圧
器

Ｂ
燃
料
取
扱
棟
排
気
フ
ァ
ン

Ｃ
補
助
建
屋
排
気
フ
ァ
ン

Ｃ
復
水
器
真
空
ポ
ン
プ

Ａ
復
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ａ
給
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｂ
給
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ａ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

Ｂ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

Ｃ
給
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｂ
復
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｃ
復
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｂ
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
加
圧
器
制
御
ヒ
ー
タ

　
復
水
脱
塩
装
置
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
格
納
容
器
ポ
ー
ラ
ク
レ
ー
ン

　
格
納
容
器
内
換
気
系
イ
ン
プ
レ
ー
ス
テ
ス
ト
電
源

　
循
環
水
ポ
ン
プ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ｃ
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ａ
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

A1A2 Ａ
加
圧
器
後
備
ヒ
ー
タ

Ｂ
加
圧
器
後
備
ヒ
ー
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

B1B2 　
補
助
ボ
イ
ラ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
所
内
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
補
助
建
屋
換
気
系
イ
ン
プ
レ
ー
ス
テ
ス
ト
電
源

Ｄ
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ｃ
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ａ
放
射
性
廃
棄
物
処
理
建
屋
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

440V 4－E母線

Ｂ
所
内
空
気
圧
縮
機

　
循
環
水
ポ
ン
プ
建
屋
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ａ
所
内
空
気
圧
縮
機

　
予
　
備

　
タ
ー
ビ
ン
室
天
井
ク
レ
ー
ン

Ａ
碍
子
洗
浄
ポ
ン
プ

Ｂ
碍
子
洗
浄
ポ
ン
プ

1号　
タ
ー
ビ
ン
室
天
井
ク
レ
ー
ン

2号 Ｂ
放
射
性
廃
棄
物
処
理
建
屋
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

E動力変圧器

2,300kVA

　
管
理
事
務
所
非
常
電
源

　
給
排
水
処
理
建
屋

　
管
理
事
務
所

　
予
　
備

　
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫

　
タ
ー
ビ
ン
室
補
助
天
井
ク
レ
ー
ン

Ｂ
補
助
建
屋
給
気
フ
ァ
ン

6.6kV 6－B母線

275kV

275kV 66kV
主変圧器

発電機

所内変圧器 起動変圧器 予備変圧器

D 動力変圧器

2,300kVA

B 動力変圧器

2,800kVA

A 動力変圧器

2,800kVA

C 動力変圧器

2,300kVA

2号機

2号機

G

6.6kV 6－A母線 6.6kV 6－D母線6.6kV 6－C母線

40/24－24MVA
20MVA

40/25－25MVA

Ａ
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ａ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｂ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ａ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

Ｂ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ａ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ａ
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

Ｂ
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

Ｂ
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｂ
電
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ

Ｃ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ｄ
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ

Ｂ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

Ｃ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｄ
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ａ
循
環
水
ポ
ン
プ

　
排
ガ
ス
ブ
ロ
ワ

　
電
動
機
駆
動
消
火
ポ
ン
プ

Ｂ
主
給
水
ポ
ン
プ

Ａ
主
給
水
ポ
ン
プ

Ａ
復
水
ポ
ン
プ

Ａ
１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ

Ｂ
循
環
水
ポ
ン
プ

　
予
　
備

Ｃ
主
給
水
ポ
ン
プ

　
開
閉
所
電
気
室

Ｂ
復
水
ポ
ン
プ

Ｂ
１
次
冷
却
材
ポ
ン
プ

Ｃ
復
水
ポ
ン
プ

Ａ
充
て
ん
ポ
ン
プ

Ａ
軸
受
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｂ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ａ
安
全
補
機
開
閉
器
室
給
気
フ
ァ
ン

Ａ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ａ
配
管
保
温
用
変
圧
器

Ａ
制
御
用
空
気
圧
縮
機

Ａ
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ポ
ン
プ

Ｂ
空
調
用
冷
凍
機

Ａ
空
調
用
冷
凍
機

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

440V 4－A母線 440V 4－B母線 440V 4－D母線440V 4－C母線

Ｂ
充
て
ん
ポ
ン
プ

Ｃ
充
て
ん
ポ
ン
プ

Ｂ
軸
受
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｃ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ｄ
格
納
容
器
再
循
環
フ
ァ
ン

Ｂ
配
管
保
温
用
変
圧
器

Ｂ
制
御
用
空
気
圧
縮
機

Ｂ
安
全
補
機
開
閉
器
室
給
気
フ
ァ
ン

Ｂ
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ポ
ン
プ

Ｃ
空
調
用
冷
凍
機

Ｄ
空
調
用
冷
凍
機

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
格
納
容
器
内
雑
動
力
主
分
電
盤

Ａ
燃
料
取
扱
棟
排
気
フ
ァ
ン

Ａ
補
助
建
屋
給
気
フ
ァ
ン

Ａ
補
助
建
屋
排
気
フ
ァ
ン

Ａ
低
圧
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
ポ
ン
プ

Ａ
制
御
棒
駆
動
電
源
Ｍ
―
Ｇ
セ
ッ
ト

Ａ
復
水
器
真
空
ポ
ン
プ

　
２
次
系
雑
動
力
変
圧
器

Ｃ
軸
受
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｂ
補
助
建
屋
排
気
フ
ァ
ン

Ｂ
低
圧
給
水
加
熱
器
ド
レ
ン
ポ
ン
プ

Ｂ
制
御
棒
駆
動
電
源
Ｍ
―
Ｇ
セ
ッ
ト

Ｂ
復
水
器
真
空
ポ
ン
プ

　
１
次
系
雑
動
力
変
圧
器

Ｂ
燃
料
取
扱
棟
排
気
フ
ァ
ン

Ｃ
補
助
建
屋
排
気
フ
ァ
ン

Ｃ
復
水
器
真
空
ポ
ン
プ

Ａ
復
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ａ
給
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｂ
給
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ａ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

Ｂ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

Ｃ
給
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｂ
復
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｃ
復
水
ブ
ー
ス
タ
ポ
ン
プ

Ｂ
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
加
圧
器
制
御
ヒ
ー
タ

　
復
水
脱
塩
装
置
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
格
納
容
器
ポ
ー
ラ
ク
レ
ー
ン

　
格
納
容
器
内
換
気
系
イ
ン
プ
レ
ー
ス
テ
ス
ト
電
源

　
循
環
水
ポ
ン
プ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ｃ
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ａ
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

A1A2 Ａ
加
圧
器
後
備
ヒ
ー
タ

Ｂ
加
圧
器
後
備
ヒ
ー
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

B1B2 　
補
助
ボ
イ
ラ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
所
内
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
補
助
建
屋
換
気
系
イ
ン
プ
レ
ー
ス
テ
ス
ト
電
源

Ｄ
原
子
炉
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ｃ
タ
ー
ビ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ａ
放
射
性
廃
棄
物
処
理
建
屋
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

440V 4－E母線

Ｂ
所
内
空
気
圧
縮
機

　
循
環
水
ポ
ン
プ
建
屋
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

Ａ
所
内
空
気
圧
縮
機

　
予
　
備

　
タ
ー
ビ
ン
室
天
井
ク
レ
ー
ン

Ａ
碍
子
洗
浄
ポ
ン
プ

Ｂ
碍
子
洗
浄
ポ
ン
プ

1号　
タ
ー
ビ
ン
室
天
井
ク
レ
ー
ン

2号 Ｂ
放
射
性
廃
棄
物
処
理
建
屋
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

　
予
　
備

E動力変圧器
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２次冷却系の破断

蒸気発生器伝熱管
破損

大破断ＬＯＣＡ

外部電源喪失

原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き

原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈

蒸気負荷の異常な増加

主給水喪失

過渡事象

出力運転中の制御棒の異常な引き抜き出力運転中の制御棒の異常な引き抜き

原子炉冷却材ポンプの軸固着

蒸気発生器伝熱管破損

補機冷却水の喪失

余熱除去系隔離弁
ＬＯＣＡ

手動停止

主給水流量喪失

小破断ＬＯＣＡ

ＡＴＷＳ

中破断ＬＯＣＡ

出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動

原子炉冷却材流量の喪失

２次冷却系の異常な減圧

主給水管破断

主蒸気管破断

蒸気発生器への過剰給水

外部電源喪失

原子炉冷却材系の異常な減圧

運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化

制御棒飛び出し

原子炉冷却材喪失

事
故

負荷の喪失

制御棒の落下及び不整合

原子炉冷却材流量の部分喪失

原子炉冷却材系の停止ループの誤起動

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」

における起因事象
内的事象ＰＳＡにおける起因事象

（泊発電所１・２号機 定期安全レビューより）

ＬＯＣＡ：冷却材喪失事故

Loss of coolant accident

ＡＴＷＳ：ｽｸﾗﾑ不能過渡変動

Anticipated transients

without scram

※

※

※

※

※

※

 

ＡＭ検討報告書およびＡＭ整備報告書での検討 

(「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」における 

起因事象と内的事象ＰＳＡで想定した起因事象の関係) 
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ＡＭ検討報告書およびＡＭ整備報告書での検討 

（事象進展に係る分類（炉心損傷）） 

ＥＣＣＳ注入／再循環、格納容器スプレイ成功 

ＥＣＣＳ注入失敗 

ＥＣＣＳ再循環失敗 

破損ＳＧ隔離成功 

破断口隔離失敗／不能 

格納容器スプレイ失敗 

ＬＯＣＡ 

 大破断ＬＯＣＡ 

 中破断ＬＯＣＡ 

 小破断ＬＯＣＡ 

外部電源喪失 

トランジェント 

主給水喪失 

２次冷却系の破断 

過度事象 

手動停止 

蒸気発生器伝熱管破損 

余熱除去系隔離弁 
ＬＯＣＡ 

破損ＳＧ隔離失敗 

２次系の冷却失敗 

フィードアンドブリード失敗 

フィードアンドブリード失敗 

炉心損傷 

 

炉心損傷 

 

炉心損傷 

 

炉心損傷 

 

炉心損傷 

 

炉心損傷 

 

炉心損傷 

 

炉心損傷 

 

ＬＯＣＡ未発生 

非常用所内電源確立失敗 

非常用所内電源確立成功 

ＬＯＣＡ発生 

ＬＯＣＡ発生 

ＬＯＣＡ未発生 

補機冷却水の喪失 

ＡＴＷＳ 圧力抑制、負の反応度投入失敗 

 

圧力抑制、負の反応度投入成功 

電源回復成功 

補機冷却水系回復成功 

電源回復失敗 

補機冷却水系回復失敗 

ＥＣＣＳ注入機能喪失 

ＥＣＣＳ再循環機能喪

失 

格納容器からの除熱機
能喪失 

漏えい箇所の隔離機能

喪失 

２次系からの除熱機能

喪失 

安全系機器のサポート

機能喪失 

原子炉停止機能喪失 

※１ (破断サイズが小さい場合） 

※１ 

炉心損傷 

 

※１：起因事象のトランジェントへ移行  ※２：起因事象のＬＯＣＡへ移行 

起因事象 事象進展 炉心損傷要因 

※１ 

※１ 

※１ 

※２ 

※２ 

※１ 
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ＡＭ検討報告書およびＡＭ整備報告書での検討 

（事象進展に係る分類（格納容器機能喪失）） 

炉 

心 

損 

傷 

外部電源喪失 

蒸気発生器 

伝熱管破損 

補機冷却水の喪失 

ＡＴＷＳ 

水蒸気 

発生 

原子炉容器下部へ

の溶融炉心落下 

高圧による 

溶融物落下 

ジルコニウム－

水反応 

原子炉 

容器破損 

キャビティへ

の溶融物落下 

デブリ冠水 

コア・コンク 

リート反応 

水の 

放射線分解 

水蒸気発生 

水素発生 

非凝縮性 

ガス発生 

コンクリート 

侵食 

過熱雰囲気 

格納容器隔離弁

閉止失敗 

漏えい箇所の隔離失敗 

水蒸気爆発 

可燃性ガスの 

高濃度での燃焼 

水蒸気（崩壊熱）

による過圧 

格納容器雰囲気

直接加熱 

格納容器への 

直接接触 

コンクリート 

侵食 

貫通部過温 

格納容器 

隔離機能喪失 

喪失 

余熱除去系隔離弁 

ＬＯＣＡ 

漏えい箇所の 

隔離機能喪失 

※ 

※ 

起因事象 事象進展 
格納容器 

機能喪失要因 

ＬＯＣＡ 

 大破断ＬＯＣＡ 

 中破断ＬＯＣＡ 

 小破断ＬＯＣＡ 

トランジェント 

主給水喪失 

２次冷却系の破断 

過度事象 

手動停止 
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ＡＭ検討報告書およびＡＭ整備報告書において整備した防護措置（1/4） 

項 目 目  的 防 護 措 置 内     容 

原子炉の停

止機能に係

る対策 

(炉停止) 

・原子炉停止機能喪失の 

影響緩和 

(①②③④) 

①手動原子炉トリップ 
負の反応度の投入機能の観点から手動により制御棒を落下させるととも

にタービンを停止する。 

②緊急ほう酸注入 
負の反応度の投入機能の観点からＥＣＣＳまたは化学体積制御系の高濃

度ほう酸水を原子炉へ注水する。 

③緊急２次系冷却 炉心発生熱の除去機能の観点から補助給水系を手動起動する。 

④緊急２次系冷却の多様化 
原子炉の停止および補助給水系の起動に失敗した場合に、主給水系を手

動起動し、ＳＧにより炉心発生熱を除去する。 

炉心冷却機

能に係る対

策 

(炉心冷却) 

・ＥＣＣＳ注入機能喪失 
の影響緩和 
(①②⑪) 

 
・ＥＣＣＳ再循環機能喪 
失の影響緩和 
(③⑤⑪⑫⑭) 

 
・格納容器からの除熱 
機能喪失の影響緩和 
(④⑥⑪⑬) 

 
・漏えい箇所の隔離機 
能喪失の影響緩和 
(⑦⑮) 

 
・２次系からの除熱機 
能喪失の影響緩和 
(⑧⑨⑩⑪) 

①代替注入 
運転員が手動でＥＣＣＳや化学体積制御系のポンプを起動して原子炉へ

注水する。 

②２次系強制冷却による低圧
注入 

原子炉が高圧状態において高圧注入系による注水に失敗した場合の対応

として、主蒸気逃がし弁を使用した２次系からの除熱で原子炉を冷却・

減圧し、蓄圧注入系および低圧注入系により原子炉へ注水する。 

③２次系強制冷却による低圧
再循環 

高圧注入系の再循環に失敗した場合の対応として、主蒸気逃がし弁を使

用した２次系からの除熱で原子炉を冷却・減圧し、低圧注入系の再循環

により原子炉へ注水する。 

④２次系強制冷却によるサン
プ水冷却 

原子炉が高圧状態において非常用格納容器冷却系(格納容器スプレイ系)

が作動失敗した場合の対応として、主蒸気逃がし弁を使用した２次系か

らの除熱で１次系を通じて格納容器に流出する再循環水を冷却し、沸騰

を防止する。 

⑤水源補給による注入継続 

注入水源である燃料取替用水タンク（ＲＷＳＴ）へほう酸水を補給し、

ＥＣＣＳ注入機能により原子炉へ注水して、ＥＣＣＳ再循環機能の復旧

のための時間余裕を確保する。 

⑥代替格納容器気相冷却 

余熱除去冷却器の機能喪失に対応できるように、格納容器スプレイ系が

作動失敗した場合でも、格納容器再循環装置を起動して除熱し、ＥＣＣ

Ｓ再循環機能の復旧のための時間余裕を確保する。 

⑦１次系注水・減圧 
原子炉へほう酸水を補給しながら減温・減圧して漏えいを抑制し、余熱

除去系により長期的に冷却する。 

⑧代替給水 補助給水系が故障した場合に、主給水系を手動起動する。 
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ＡＭ検討報告書およびＡＭ整備報告書において整備した防護措置（2/4） 

項 目 目  的 防 護 措 置 内     容 

炉心冷却機

能に係る対

策 

(炉心冷却) 

 

(続き) 

・ＥＣＣＳ注入機能喪失 
の影響緩和 
(①②⑪) 

 
・ＥＣＣＳ再循環機能喪 

失の影響緩和 
(③⑤⑪⑫⑭) 

 
・格納容器からの除熱 
機能喪失の影響緩和 
(④⑥⑪⑬) 

 
・漏えい箇所の隔離機 
能喪失の影響緩和 
(⑦⑮) 

 

・２次系からの除熱機 

能喪失の影響緩和 

(⑧⑨⑩⑪) 

 

⑨２次系水源補給 補助給水系の水源へ水を補給または別の水源から水を供給する。 

⑩フィードアンドブリード 
原子炉への高圧注入系による注水と加圧器逃がし弁からの排水により、

炉心崩壊熱を除去する。 

⑪タービンバイパス系の活用 

高圧注入系の多重故障等により炉心の冷却に失敗し、さらに主蒸気逃が

し弁を用いたＳＧによる除熱に失敗した場合に、タービンバイパス系を

用いてＳＧによる除熱を行い、原子炉を冷却・減圧することにより、低

圧注入系で注水又は再循環を行う。 

⑫代替再循環 

ＥＣＣＳ再循環に失敗した場合に、ＲＷＳＴにほう酸水を補給してＥＣ

ＣＳによる原子炉への注入を継続しつつ、余熱除去系と格納容器スプレ

イ系の接続を行い、当該系統による炉心注入を行う。 

⑬格納容器内自然対流冷却 

格納容器スプレイ系の作動に失敗し、格納容器圧力が異常に上昇した場

合に、格納容器再循環装置に原子炉補機冷却水を通水し、格納容器内の

水蒸気を凝縮させ、格納容器内の雰囲気を冷却する。 

⑭代替補機冷却 

原子炉補機冷却水系の機能が喪失した場合に、原子炉補機冷却水系で冷

却している高圧注入ポンプ、余熱除去ポンプ等の機器の停止および２次

系強制冷却を実施するとともに、必要に応じてポンプ間欠運転を行うこ

とにより時間余裕を確保し、その間に空調用冷水系を余熱除去ポンプの

原子炉補機冷却水系に接続し、余熱除去ポンプの運転を再開する。これ

により、原子炉補機冷却水系の復旧のための時間余裕を確保する。 

⑮クールダウン＆リサーキュ

レーション 

蒸気発生器伝熱管損傷等が発生し、漏えい箇所の隔離に失敗した場合に、

ＥＣＣＳ等により原子炉への注水を確保しつつ、主蒸気逃がし弁等を用

いたＳＧによる除熱および加圧器逃がし弁等による原子炉の減圧を実施

して漏えいを抑制するとともに、余熱除去系により長期的に炉心を冷却

する。また、余熱除去系による冷却に失敗した場合はＲＷＳＴへほう酸

水の補給を行い、フィードアンドブリードを実施した後、ＥＣＣＳ再循

環を実施する。 
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ＡＭ検討報告書およびＡＭ整備報告書において整備した防護措置（3/4） 

項 目 目  的 防 護 措 置 内     容 

放射性物質

の閉じ込め

機能に係る

対策 

(閉じ込め) 

・格納容器からの除熱 
機能喪失の影響緩和 
(①③④⑤) 

 

・格納容器隔離機能喪 

失の影響緩和 

(②) 

①代替格納容器気相冷却 
格納容器再循環装置を起動して除熱し、格納容器スプレイ系の復旧のた

めの時間余裕を確保する。 

②格納容器手動隔離 格納容器隔離弁が自動的に閉止されていない場合に手動で閉止する。 

③格納容器内自然対流冷却 

格納容器スプレイ系の作動に失敗し、格納容器圧力が異常に上昇した場

合に、格納容器再循環装置に原子炉補機冷却水を通水し、格納容器内の

水蒸気を凝縮させ格納容器内の雰囲気を冷却する。 

④格納容器内注水 

炉心損傷を検知し、さらに格納容器スプレイ系の作動に失敗した場合に、

ろ過水タンクの水を消火ポンプにより格納容器スプレイ系のスプレイヘ

ッダからスプレイすることで格納容器内に注水し、崩壊熱により水蒸気

を発生させた上で、その水蒸気を格納容器内自然対流冷却等により凝縮

する。さらに、格納容器スプレイおよび格納容器内自然対流冷却の両方

に失敗した場合でも、消火ポンプによりろ過水タンクの水を格納容器ス

プレイ系のスプレイヘッダからスプレイすることで、崩壊熱を格納容器

内液相部に蓄熱して圧力上昇を抑制することができる。これにより、格

納容器スプレイ系又は格納容器内自然対流冷却の復旧のための時間余裕

を確保する。 

⑤１次系強制減圧 

高圧注入系の作動失敗およびＳＧによる除熱失敗により原子炉が高圧状

態となった場合に、加圧器逃がし弁を手動で開放して原子炉を減圧する

ことにより格納容器雰囲気直接加熱の発生を防止する。 
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ＡＭ検討報告書およびＡＭ整備報告書において整備した防護措置（4/4） 

項 目 目  的 防 護 措 置 内     容 

安全機能の

サポート機

能に係る対

策 

(サポート) 

・電源喪失の影響緩和 
(①②⑥) 

 

・補機冷却水喪失の影 

響緩和 

(③⑤) 

 

・制御用空気喪失の影 

響緩和 

(④) 

①電源復旧 動力用の交流電源が全て喪失した場合に電源系の回復を図る。 

②直流電源確保 
動力用の交流電源が全て喪失した場合に事象収束に不要な直流電源から

の負荷を切り離して蓄電池を効果的に利用する。 

③補機冷却水系回復 
原子炉補機冷却水系に異常が発生した場合に原子炉補機冷却水系の回復

を図るとともに、必要な機器への冷却水を確保する。 

④代替制御用空気供給 制御用空気喪失時に所内用空気系から供給を受ける。 

⑤代替補機冷却 

原子炉補機冷却水系の機能が喪失した場合に、原子炉補機冷却水系で冷

却している高圧注入ポンプ、余熱除去ポンプ等の機器の停止および２次

系強制冷却を実施するとともに、必要に応じてポンプ間欠運転を行うこ

とにより時間余裕を確保し、その間に空調用冷水系を余熱除去ポンプの

原子炉補機冷却水系に接続し、余熱除去ポンプの運転を再開する。これ

により、原子炉補機冷却水系の復旧のための時間余裕を確保する。 

⑥号機間電源融通 

動力用の交流電源が全て喪失した場合に、原子炉施設の安全系機器を手

動に切り替えて自動起動しないよう措置した後、隣接する原子炉施設の

安全系機器 1 系列の電源が確保されていることを確認してから、残りの

1 系列の非常用ディーゼル発電機から、動力用の交流電源が全て喪失し

た原子炉施設に電源を融通する。これにより、当該原子炉施設の安全系

母線の電圧を確立させ、その後順次安全系機器を手動で起動していく。 
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付

5
-(6

)-3
 

(4
/4

) 



添付 5-(6)-4 

(1/15) 

防護措置に係る系統概要 

機能 
ＡＭ検討報告書およびＡＭ整備報告書 

で整備した防護措置 
頁 

緊急安全対策に係る報告書および 

ＳＡ対応措置報告書で整備した防護措置 
頁 

原子炉の 

停止機能 

炉停止①：手動原子炉トリップ 2/15   

炉停止②：緊急ほう酸注入 2/15 

炉停止③：緊急２次系冷却 2/15 

炉停止④：緊急２次系冷却の多様化 2/15 

炉心冷却機能 

炉心冷却①：代替注入 3/15 緊急対策②：緊急時の最終的な除熱機能

の確保 

7/15 

炉心冷却②：２次系強制冷却による 

低圧注入 

3/15 

  

炉心冷却③：２次系強制冷却による 

低圧再循環 

3/15 

 

炉心冷却④：２次系強制冷却による 

サンプ水冷却 

3/15 

 

炉心冷却⑤：水源補給による注入継続 4/15 

炉心冷却⑥：代替格納容器気相冷却 8/15 

炉心冷却⑦：１次系注水・減圧 5/15 

炉心冷却⑧：代替給水 6/15 

炉心冷却⑨：２次系水源補給 6/15 

炉心冷却⑩：フィードアンドブリード 6/15 

炉心冷却⑪：タービンバイパス系の 

活用 

3/15 

炉心冷却⑫：代替再循環 4/15 

炉心冷却⑬：格納容器内自然対流冷却 8/15 

炉心冷却⑭：代替補機冷却 13/15 

炉心冷却⑮：クールダウン＆ 

リサーキュレーション 

5/15 

放射性物質の 

閉じ込め機能 

閉じ込め①：代替格納容器気相冷却 8/15 ＳＡ措置④：水素爆発防止対策 11/15 

閉じ込め②：格納容器手動隔離 10/15 

 

 

閉じ込め③：格納容器内自然対流冷却 8/15 

閉じ込め④：格納容器内注水 8/15 

閉じ込め⑤：１次系強制減圧 9/15 

安全機能の 

サポート機能 

サポート①：電源復旧 12/15 緊急対策①：緊急時の電源確保 12/15 

サポート②：直流電源確保 12/15   

サポート③：補機冷却水系回復 13/15 

サポート④：代替制御用空気供給 14/15 

サポート⑤：代替補機冷却 13/15 

サポート⑥：号機間電源融通 12/15 

その他 

[参考] 

  緊急対策③：緊急時のＳＦＰの冷却確保 15/15 

ＳＡ措置①：中央制御室の作業環境の確

保 

－ 

ＳＡ措置②：緊急時における発電所構内

通信手段の確保 

－ 

ＳＡ措置③：高線量対応防護服等の資機

材の確保および放射線管理の

ための体制の整備 

－ 

ＳＡ措置⑤：がれき撤去用の重機の配備 － 
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１．原子炉の停止機能に係る防護措置の系統概要 

【安全機能】 

 原子炉の停止が必要となる異常時には、さまざまな監視パラメータにより制御棒を挿入す

るよう信号が発信し、制御棒が自動的に原子炉へ挿入されることにより、原子炉は安全に停

止する。 

【防護措置】 

万一、原子炉が自動で停止しない場合の防護措置として、以下を整備している。 

・炉停止①「手動原子炉トリップ」：制御棒の自動挿入に失敗した場合、制御棒の手動挿

入により負の反応度を投入する。 

・炉停止②「緊急ほう酸注入」：制御棒の挿入に失敗した場合、充てんポンプ等を起動し、

高濃度ほう酸水の注入により負の反応度を投入する。 

・炉停止③「緊急２次系冷却」：制御棒の挿入に失敗し、高濃度ほう酸水を注入している

間、補助給水系により炉心発生熱を除去する。 

・炉停止④「緊急２次系冷却の多様化」：緊急２次系冷却に失敗した場合、主給水系によ

り炉心発生熱を除去する。 

 

主給水ポンプ 

（主給水系） 

（
補
助
給
水
系
） 

電動補助給水ポンプ 

タービン動 

補助給水ポンプ 

補助給水 

タンク 

 

充てんポンプ 

ほう酸ポンプ 

ほう酸タンク 

制御棒 

蒸
気
発
生
器 

加
圧
器 

原子炉容器 
１次冷却材 

ポンプ 

 

原子炉格納容器 

主蒸気逃がし弁 
主蒸気安全弁 

（主蒸気系） 

炉停止①「手動原子炉トリップ」 

  

炉停止②「緊急ほう酸注入」 

 

炉停止③「緊急２次系冷却」 

炉停止④「緊急２次系冷却の多様化」  
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２．炉心冷却機能に係る防護措置の系統概要(１／５) 

【安全機能】 

 ＬＯＣＡが発生した場合は、ＥＣＣＳが自動起動し、燃料取替用水タンク（ＲＷＳＴ）の

ほう酸水を炉心へ注入・冷却する。 

【防護措置】 

万一、ＥＣＣＳが自動起動しない場合の防護措置として以下を整備している。 

・炉心冷却①「代替注入」：ＥＣＣＳの自動注入に失敗した場合、充てんポンプ等を手動

起動し、原子炉へ注入する。 

・炉心冷却②「２次系強制冷却による低圧注入」、 

炉心冷却③「２次系強制冷却による低圧再循環」及び 

炉心冷却④「２次系強制冷却によるサンプ水冷却」：高圧注入に失敗した場合、主蒸気

逃がし弁による２次系からの除熱で原子炉を冷却・減圧し、低圧注入系により原

子炉へ注入する。また、高圧再循環に失敗した場合、主蒸気逃がし弁による２次

系からの除熱により低圧再循環を機能させ、サンプ水の沸騰を防止させる。 

・炉心冷却⑪「タービンバイパス系の活用」：主蒸気逃がし弁が機能しない場合、タービ

ンバイパス弁で代替する。 

主給水ポンプ 

（主給水系） 

（
補
助
給
水
系
） 

電動補助給水ポンプ 

タービン動 

補助給水ポンプ 

補助給水 

タンク 

 
充てんポンプ 

ほう酸ポンプ 

ほう酸タンク 

制御棒 

蒸
気
発
生
器 

加
圧
器 

原 子 炉 容

器 

１次冷却材 

ポンプ 

原子炉格納容器 

主蒸気逃がし弁 
主蒸気安全弁 

（主蒸気系） 

タービンバイパス

弁 

(タービン) 

(復水器) 

燃料取替

用水タン

ク 

格納容器スプレイヘッダ 

格納容器スプレイ 

ポンプ 

格納容器スプレ

イ冷却器 

余熱除去冷却器 余熱除去ポンプ 

ほう酸注入 

タンク 

高圧注入ポンプ 

格納容器再循環サンプ 炉心冷却①「代替注入」 

  

炉心冷却②「２次系強制冷却による低圧注入」 

炉心冷却③「２次系強制冷却による低圧再循環」 

炉心冷却④「２次系強制冷却によるサンプ水冷却」 

炉心冷却⑪「タービンバイパス系の活

用」 
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２．炉心冷却機能に係る防護措置の系統概要(２／５) 

【安全機能】 

 ＬＯＣＡが発生した場合は、ＥＣＣＳが自動起動し、ＲＷＳＴのほう酸水を炉心へ注入・

冷却する。ＥＣＣＳの水源は、ＲＷＳＴ水の注入を終了した時点で再循環サンプ側へ切り替

えられ、長期的に炉心の冷却を確保する。 

【防護措置】 

万一、ＥＣＣＳの水源の切替えができない場合の防護措置として以下を整備している。 

・炉心冷却⑤「水源補給による注入継続」：ＥＣＣＳ再循環に失敗した場合、ＲＷＳＴに

ほう酸水を補給しながら、原子炉へ注入を継続し、ＥＣＣＳ再循環復旧のための時

間余裕を確保する。 

・炉心冷却⑫「代替再循環」：ＥＣＣＳ再循環に失敗した場合に、余熱除去系と格納容器

スプレイ系の接続を行い、格納容器スプレイ系により炉心注入、再循環を行う。 

 

充てんポンプ 

ほう酸ポンプ 

ほう酸タンク 

制御棒 

蒸
気
発
生
器 

加
圧
器 

原子炉容器 
１次冷却材 

ポンプ 

原子炉格納容器 

燃料取替用

水タンク 
格納容器スプレイヘッダ 

格納容器スプレイ 

ポンプ 

格納容器スプレイ 

冷却器 

余熱除去冷却器 余熱除去ポンプ 

ほう酸注入 

タンク 

高圧注入ポンプ 

格納容器再循環サンプ 

炉心冷却⑤「水源補給による注入継続」 

  

補給水源 

：設備改造範囲 

再循環 

失敗 

炉心冷却⑫「代替再循環」 
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２．炉心冷却機能に係る防護措置の系統概要(３／５) 

【安全機能】 

 蒸気発生器伝熱管破損等が発生した場合は、１次系と２次系を均圧にして漏えい箇所を隔

離し、１次系の保有水を維持する。 

【防護措置】 

万一、漏えい箇所の隔離ができない場合の防護措置として以下を整備している。 

・炉心冷却⑦「１次系注水・減圧」：破損ＳＧや破損した余熱除去系の隔離に失敗した場

合、手動によりＥＣＣＳを起動して、原子炉への注水を確保しつつ、主蒸気逃がし

弁により２次系から原子炉を冷却し、さらに加圧器逃がし弁により原子炉を減圧し

て漏えいを抑制し、余熱除去系により長期的に冷却する。 

・炉心冷却⑮「クールダウン＆リサーキュレーション」：ＥＣＣＳ等により原子炉への注

水を確保しつつ、主蒸気逃がし弁等を用いた蒸気発生器による除熱及び加圧器逃が

し弁等による原子炉の減圧を実施して漏えいを抑制するとともに、余熱除去系によ

り長期的に炉心を冷却する。また、余熱除去系による冷却に失敗した場合には、燃

料取替用水タンクへほう酸水の補給を行いフィードアンドブリードによりＥＣＣＳ

再循環を実施する。 

 

主給水ポンプ 

（主給水系） 

（
補
助
給
水
系
） 

電動補助給水ポンプ 

タービン動 

補助給水ポンプ 

補助給水 

タンク 

 
充てんポンプ 

ほう酸ポンプ 

ほう酸タンク 

制御棒 

蒸
気
発
生
器 

加
圧
器 

原子炉容器 １次冷却材 

ポンプ 

原子炉格納容器 

主蒸気逃がし弁 
主蒸気安全弁 

（主蒸気系） 

タービンバイパス弁 

(タービン) 

(復水器) 

燃料取替用

水タンク 
格納容器スプレイヘッダ 

格納容器スプレイ 

ポンプ 

格納容器スプレ

イ冷却器 

余熱除去冷却器 余熱除去ポンプ 

ほう酸注入 

タンク 

高圧注入ポンプ 

格納容器再循環サンプ 

炉心冷却⑦「１次系注水・減圧」 

  

炉心冷却⑮「クールダウン＆リサーキ

ュレーション」(タービンバイパス系に

よる２次系冷却等の手段の多様化) 

補給水源 

加圧器 

逃がし弁 

加圧器 

安全弁 

加圧器 

スプレイ弁 
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２．炉心冷却機能に係る防護措置の系統概要(４／５) 

【安全機能】 

 過渡事象等が発生した場合は、ＳＧに補助給水ポンプ等で給水し、主蒸気逃がし弁や主蒸

気安全弁から蒸気を放出することにより炉心を冷却する。 

【防護措置】 

万一、２次系からの除熱ができない場合の防護措置として以下を整備している。 

・炉心冷却⑧「代替給水」：補助給水ポンプが機能しない場合、主給水ポンプで代替する。 

・炉心冷却⑨「２次系水源補給」：補助給水系の水源が不足した場合、２次系純水タンク

から水を補給する。 

・炉心冷却⑩「フィードアンドブリード」：高圧注入系により原子炉へ注水し、加圧器逃

がし弁から排出し、炉心崩壊熱を除去する。 

・炉心冷却⑪「タービンバイパス系の活用」：主蒸気逃がし弁が機能しない場合、タービ

ンバイパス弁で代替する。 

 

 

主給水ポンプ 

（主給水系） 

（
補
助
給
水
系
） 

電動補助給水ポンプ 

タービン動 

補助給水ポンプ 

補助給水 

タンク 

 
充てんポンプ 

ほう酸ポンプ 

ほう酸タンク 

制御棒 

蒸
気
発
生
器 

加
圧
器 

原子炉容器 １次冷却材 

ポンプ 

原子炉格納容器 

主蒸気逃がし弁 
主蒸気安全弁 

（主蒸気系） 

タービンバイパス弁 

(タービン) 

(復水器) 

燃料取替用

水タンク 
格納容器スプレイヘッダ 

格納容器スプレイ 

ポンプ 

格納容器スプレ

イ冷却器 

余熱除去冷却器 余熱除去ポンプ 

ほう酸注入 

タンク 

高圧注入ポンプ 

格納容器再循環サンプ 

炉心冷却⑧「代替給水」  

炉心冷却⑨「２次系水源補給」 

補給水源 

加圧器 

逃がし弁 

加圧器 

安全弁 

加圧器 

スプレイ弁 

炉心冷却⑩「フィードアンドブリード」 

炉心冷却⑪「タービンバイパス系の活用」 

２次系純水 

タンク 
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２．炉心冷却機能に係る防護措置の系統概要(５／５) 

【安全機能】 

 過渡事象等が発生した場合は、ＳＧに補助給水ポンプ等で給水し、主蒸気逃がし弁や主蒸

気安全弁から蒸気を放出することにより炉心を冷却する。 

【防護措置】 

万一、全交流電源喪失が発生した場合の防護措置として以下を整備している。 

・緊急対策②「緊急時の最終的な除熱機能の確保」： 仮設ポンプ等により水源に水を補

給しつつ、タービン動補助給水ポンプによる冷却を継続する。 

 

 

主給水ポンプ 

（主給水系） 

（
補
助
給
水
系
） 

電動補助給水ポンプ 

タービン動 

補助給水ポンプ 

補助給水 

タンク 

 

制御棒 

蒸
気
発
生
器 

加
圧
器 

原子炉容器 
１次冷却材 

ポンプ 

 

原子炉格納容器 

主蒸気逃がし弁 
主蒸気安全弁 

（主蒸気系） 

タービンバイパス弁 

(タービン) 

(復水器) 

２次系純水

タンク 

方法１：補助給水タンクの水を使用する。 

方法２：２次系純水タンクの水を使用する。 

方法３：仮設ポンプ等で原水槽、ろ過水タンクの水を補助給水タンクへ補給する。 

方法４：仮設ポンプ等で海水を汲み上げ、海水を補助給水タンクへ補給する。 

原水槽 

ろ過水タンク 

海水 
仮設ポンプ等 

緊急対策②「緊急時の最終的な除熱機能の確保」  
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３．放射性物質の閉じ込め機能に係る防護措置の系統概要(１／４) 

【安全機能】 

 ＬＯＣＡが発生した場合は、格納容器が水蒸気により加圧されるため、格納容器スプレイ

系により水蒸気を凝縮して格納容器を冷却し、圧力上昇を抑制する。 

【防護措置】 

万一、格納容器スプレイ系が使用できない場合の防護措置として以下を整備している。 

・閉じ込め①「代替格納容器気相冷却」：低圧再循環、格納容器スプレイ作動に失敗した

場合、格納容器再循環クーラー／ファンにより除熱する。 

・閉じ込め③「格納容器内自然対流冷却」：格納容器スプレイ系が動作不能の場合、格納

容器再循環装置の空気冷却器へ通水し、ダクト開放機構が開放することにより、格

納容器内の水蒸気を凝縮する。 

・閉じ込め④「格納容器内注水」：格納容器スプレイ系・格納容器内自然対流冷却が動作

不能の場合、消火水系からスプレイすることにより格納容器内の水蒸気を凝縮、炉

心デブリによる格納容器損傷を防止する。 

なお、閉じ込め①及び閉じ込め③については、炉心冷却機能に係る対策（炉心冷却⑥及び炉

心冷却⑬）としても有効である。 

 

制御棒 

蒸
気
発
生
器 

加
圧
器 

原子炉容器 １次冷却材 

ポンプ 

原子炉格納容器 
燃料取替用

水タンク 

格納容器スプレイヘッダ 

格納容器スプレイ 

ポンプ 

格納容器スプレイ 

冷却器 

余熱除去冷却器 余熱除去ポンプ 

ほう酸注入 

タンク 

高圧注入ポンプ 

格納容器再循環サンプ 

格納容器スプレイ系 

機能喪失 

 ろ過水タンク 
消火ポンプ 

格納容器 

再循環ユニット 

 

 

原子炉補機冷却水 

 格納容器 

再循環ファン 

 

 

閉じ込め①「代替格納容器気相冷却」 

閉じ込め③「格納容器内自然対流冷却」  

閉じ込め④「格納容

器内注水」 

：クイックカプラ 

：設備改造範囲 

※点線は仮設ラインを表す。 

ダクト開 

放機構 
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３．放射性物質の閉じ込め機能に係る防護措置の系統概要(２／４) 

【安全機能】 

 過渡事象等が発生した場合は、２次系からの除熱手段により炉心を冷却する。 

【防護措置】 

万一、高圧注入系の機能喪失及びＳＧによる冷却失敗により１次系が高圧状態のまま炉心

を冷却できなくなった場合の防護措置として以下を整備している。 

・閉じ込め⑤「１次系強制減圧」：高圧状態で原子炉容器が破損した場合、高温の溶融物

が噴出し格納容器に接触し、格納容器が損傷する恐れ、または格納容器雰囲気直接

加熱※が発生する恐れあるため、加圧器逃がし弁の開放により原子炉を減圧する。 

 

※：高圧で原子炉容器外へ放出された溶融炉心が微粒子化して表面積を増し、格納容器雰囲気（気相部）

を急激に加温・加圧する現象。 

 

 

主給水ポンプ 

（主給水系） 

（
補
助
給
水
系
） 

電動補助給水ポンプ 

タービン動 

補助給水ポンプ 

補助給水 

タンク 

 

制御棒 

蒸
気
発
生
器 

加
圧
器 

原子炉容器 
１次冷却材 

ポンプ 

原子炉格納容器 

燃料取替用

水タンク 
格納容器スプレイヘッダ 

格納容器スプレイ 

ポンプ 

格納容器スプレ

イ冷却器 

余熱除去冷却器 余熱除去ポンプ 

ほう酸注入 

タンク 

高圧注入ポンプ 

加圧器 

逃がし弁 

加圧器 

安全弁 

閉じ込め⑤「１次系強制減圧」 
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３．放射性物質の閉じ込め機能に係る防護措置の系統概要(３／４) 

【安全機能】 

 ＬＯＣＡが発生した場合は、格納容器貫通部に設けられた隔離弁等により格納容器を隔離

する。 

【防護措置】 

万一、隔離弁が自動的に閉止しない場合の防護措置として以下を整備している。 

・閉じ込め②「格納容器手動隔離」：格納容器隔離弁の閉止に失敗した場合、手動で隔離

弁を閉止する。 

 

 

 

 

制御棒 

蒸
気
発
生
器 

加
圧
器 

原子炉容器 
１次冷却材 

ポンプ 

 

原子炉格納容器 

閉じ込め②「格納容器手

動隔離」 

格納容器隔離弁 

M 
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３．放射性物質の閉じ込め機能に係る防護措置の系統概要(４／４) 

【安全機能】 

 ＬＯＣＡが発生した場合は、環境への放射性物質の放出を抑制するため、アニュラス空気

浄化系によりアニュラス部を負圧に保ちながら空気を再循環させ、アニュラス空気浄化フィ

ルタにより放射性よう素を除去する。 

【防護措置】 

万一、全交流電源喪失に伴って炉心損傷が発生し、さらに格納容器内で発生した水素がア

ニュラスに漏えいした場合の対策として以下を整備している。 

・ＳＡ措置④「水素爆発防止対策」：アニュラス空気浄化ファンに移動式発電機車で給電

し、アニュラス部の空気をアニュラス空気浄化フィルタを通して排気筒から放出す

る。 

 

 

 

 

制御棒 

蒸
気
発
生
器 

加
圧
器 

原子炉容器 
１次冷却材 

ポンプ 

 

原子炉格納容器 

SA 措置④「水素爆発防止対策」 

ア
ニ
ュ
ラ
ス 

排気筒 

アニュラス空気 

浄化ファン フィルタ 

移動発電機車 

給電 
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４．安全機能のサポート機能に係る防護措置の系統概要(１／３) 

【安全機能】 

 外部電源が喪失した場合は、非常用所内電源系、直流電源系等から安全系機器へ電源を供

給する。 

【防護措置】 

万一、全交流電源の喪失により非常用所内電源系の機能が喪失した場合の防護措置として

以下を整備している。 

・サポート①「電源復旧」：非常用ディーゼル発電機（D/G）を手動で起動する等、電源

系統の回復を図る。 

・サポート②「直流電源確保」：直流電源から不要な負荷を切り離し、蓄電池を効果的

に利用する。 

・サポート⑥「号機間電源融通」：隣接プラントの非常用 D/G から、動力用の交流電源

を融通する。 

また、隣接プラントも含め全交流電源喪失が発生した場合の防護措置として以下を整備し

ている。 

・緊急対策①「緊急時の電源確保」：メタクラ遮断器へ移動発電機車をつなぎ込んで給

電する。 

DG DG DG DG 

起動変圧器 予備変圧器 

電源融通 

非常用 

母線- B 

非常用 

母線- A 

炉心冷却に 

必要な負荷 

起動変圧器 

A -非常用 

ディーゼル発電機 

B -非常用 

ディーゼル発電機 

しゃ断器 

非常用 

母線- A 

非常用 

母線- B 

A -非常用 

ディーゼル発電機 

B -非常用 

ディーゼル発電機 

隣接するプラント 電源喪失プラント 

仮設キュービクル 
移動発電機車 

サポート①「電源復旧」  

サポート②「直流電源確保」 サポート⑥「号機間電源融通」 

緊急対策①「緊急時の電源確保」 

添
付

5
-(6

)-4
 

(2
/2

) 
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４．安全機能のサポート機能に係る防護措置の系統概要(２／３) 

【安全機能】 

 安全機能を有するポンプ等には、原子炉補機冷却水系から軸受等を冷却する冷却水が供給

されている。 

【防護措置】 

万一、原子炉補機冷却水系から冷却水が供給できない場合の防護措置として以下を整備し

ている。 

・サポート③「補機冷却水系回復」：原子炉補機冷却水系の回復を図ると共に、必要な機

器への冷却水を確保する。 

・サポート⑤「代替補機冷却」：空調用冷水系を余熱除去ポンプの原子炉補機冷却水系に

接続し、余熱除去ポンプの冷却を確保する。 

なお、サポート⑤については炉心冷却機能に係る対策（炉心冷却⑭）としても有効である。 

 

 
 

空調用冷凍機 

空調用冷水ポンプ 

原子炉補機冷却水ポンプ 

余熱除去ポンプ 

（低圧注入ポンプ） 

原子炉補機冷却水冷却器 

(原子炉補機冷却水系) 

～ 

～ 

～ 

～ 

：設備改造範囲 ：クイックカプラ 

仮設ホース 
原子炉補機冷却系機能

喪失 

(空調用冷水系) 

サポート⑤「代替補機冷却」 

サポート③「補機冷却水系回復」 
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４．安全機能のサポート機能に係る防護措置の系統概要(３／３) 

【安全機能】 

 安全機能を有する計測系や空気作動弁等には、制御用空気系から駆動用の空気が供給され

ている。 

【防護措置】 

万一、制御用空気系から空気が供給できない場合の防護措置として以下を整備している。 

・サポート④「代替制御用空気供給」：制御用空気系の機能喪失時に、所内用空気系か

ら代替供給する。 

 

 

 

 

A－制御用空気圧縮装置 

所内用空気系 バックアップ 

安全系機器へ（Aトレン） 

安全系機器へ（Bトレン） 

常用系機器へ 

B－制御用空気圧縮装置 

サポート④「代替制御用空気供給」 
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５．その他（「緊急時のＳＦＰの冷却確保」の概要） 

【安全機能】 

 ＳＦＰでは、通常ＳＦＰ浄化冷却系により保管している使用済燃料から発生する崩壊熱を

除去する。 

【防護措置】 

万一、全交流電源喪失に伴ってＳＦＰの冷却機能が喪失し、通常の系統を用いて使用済燃

料を冷却できなくなった場合の対策として以下を整備している。 

・緊急対策③「緊急時のＳＦＰの冷却確保」： ＳＦＰ水量の減少を補うため、消防車等

によりＳＦＰへ水の補給を行う。 

 

 

消火栓 

仮設ポンプ 

ＳＦＰ 

原水槽 

海水 

※点線は仮設ラインを表す。 

方法１：燃料取替用水タンク及び１次系純水タンクの水を水頭圧にて補給する。 

方法２：屋内の消火栓から、ろ過水タンクの水を補給する。 

方法３：防火水槽から、消防車にて屋内の消火栓を使用し補給する。 

方法４：防火水槽から、消防車にて直接補給する。 

方法５：原水槽から仮設ポンプ等を使用して補給する。 

方法６：仮設ポンプ(水中ポンプ)で海水を汲み上げ、仮設ポンプ等を使用して海水を補給する。 

消火ポンプ 

１次系純水タンク 

防火水槽 

燃料取替用

水タンク 
ろ過水タンク 

消防車 

緊急対策③「緊急時のＳＦＰの冷却確保」 
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防護措置の整備状況 
（燃料の重大な損傷を防止するための措置（1/2）） 

機 能 目  的 防 護 措 置(注１) 対 策 概 要 主要な系統等(注２) 設置時期等(注３) 

原子炉の

停止機能 

原子炉自動停止

失敗の影響緩和 

炉停止① 手動原子炉トリップ 既存設備の利用、手順書の整備 直流電源系(遠隔操作の場合)(イ)  

炉停止② 緊急ほう酸注入 既存設備の利用、手順書の整備 化学体積制御系(イ)、安全注入系(イ)  

炉停止③ 緊急２次系冷却 既存設備の利用、手順書の整備 補助給水系(イ)  

炉停止④ 緊急２次系冷却の多様化 既存設備の利用、手順書の整備 主給水系(イ)、復水系(イ)、２次系純水系(イ)  

炉心冷却

機能 

ＥＣＣＳ注入機

能喪失の影響緩

和 

炉心冷却① 代替注入 既存設備の利用、手順書の整備 化学体積制御系(イ)、安全注入系(イ)  

炉心冷却② ２次系強制冷却による低圧

注入 

既存設備の利用、手順書の整備 補助給水系(イ)、主蒸気系(イ)、安全注入系(イ)、

余熱除去系(イ) 

 

炉心冷却⑪ タービンバイパス系の活用 既存設備の利用、手順書の整備 主蒸気系(イ)、循環水系(イ)、復水系(イ)  

ＥＣＣＳ再循環

機能喪失の影響

緩和 

炉心冷却③ ２次系強制冷却による低圧

再循環 

既存設備の利用、手順書の整備 補助給水系(イ)、主蒸気系(イ)、余熱除去系(イ)、

原子炉補機冷却水系(イ)、原子炉補機冷却海水系

(イ) 

 

炉心冷却⑤ 水源補給による注入継続 既存設備の利用、手順書の整備 化学体積制御系(イ)、廃液処理系(イ)、１次系純

水系(イ)、SFP冷却系(イ)、２次系純水系(イ) 

 

炉心冷却⑪ タービンバイパス系の活用 既存設備の利用、手順書の整備 主蒸気系(イ)、循環水系(イ)、復水系(イ)  

炉心冷却⑫ 

 

代替再循環 

 

格納容器スプレイ－余熱除去系統ラインの設

置、手順書の整備 

 

格納容器スプレイ系(イ)、余熱除去系(イ)、原子

炉補機冷却水系(イ)、原子炉補機冷却海水系(イ) 

格納容器スプレイ系－余熱除去系統接続ライン

(ロ) 

 

 

平成 12年 10月 

 

炉心冷却⑭ 代替補機冷却 空調用冷水系－余熱除去ポンプの原子炉補機

冷却水系接続ラインの設置、手順書の整備 

空調用冷水系(イ)、原子炉補機冷却海水系(イ) 

空調用冷水系－余熱除去ポンプの原子炉補機冷

却水系接続ラインおよび仮設ホース(ロ) 

 

平成 12年 10月 

格納容器からの

除熱機能喪失の

影響緩和 

炉心冷却④ ２次系強制冷却によるサン

プ水冷却 

既存設備の利用、手順書の整備 補助給水系(イ)、主蒸気系(イ)  

炉心冷却⑥ 代替格納容器気相冷却 既存設備の利用、手順書の整備 格納容器再循環装置(イ)、原子炉補機冷却水系

(イ)、原子炉補機冷却海水系(イ) 

 

炉心冷却⑪ タービンバイパス系の活用 既存設備の利用、手順書の整備 主蒸気系(イ)、循環水系(イ)、復水系(イ)  

炉心冷却⑬ 

 

格納容器内自然対流冷却 

 

格納容器再循環ダクトのダクト開放機構の設

置、粗フィルタの撤去、常用格納容器圧力計

の計器スパン変更、原子炉補機冷却水ポンプ

入口圧力計の設置、手順書の整備 

格納容器再循環装置(イ)、原子炉補機冷却水系

(イ)、原子炉補機冷却海水系(イ) 

ダクト開放機構(ロ)、原子炉補機冷却水ポンプ入

口圧力計(ロ) 

 

 

平成 12年 10月 

 

漏えい箇所の隔

離機能喪失の影

響緩和 

炉心冷却⑦ １次系注水・減圧 既存設備の利用、手順書の整備 安全注入系(イ)、原子炉冷却系(イ)、化学体積制

御系(イ)、補助給水系(イ)、主蒸気系(イ) 

 

炉心冷却⑮ クールダウン＆リサーキュ

レーション 

既存設備の利用、手順書の整備 安全注入系(イ)、原子炉冷却系(イ)、化学体積制

御系(イ)、主蒸気系(イ)、主給水系(イ)、復水系

(イ)、２次系純水系(イ) 

 

注１：網掛けは、緊急安全対策またはシビアアクシデントの対応に関する措置として、東日本大震災後新たに整備したもの。 

注２：系統等の後段の括弧のイ～ニは、次の分類を示している。 イ 工事計画で対象とした設備、 ロ 実施済みのアクシデントマネジメント(ＡＭ)設備、ハ 緊急安全対策（短期）またはシビアアクシデントへの対応

に関する措置、ニ 設備強化対策設備(緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備) 

注３：当該防護措置に関連する、ロ、ハおよびニの設備の設置等が完了した時期を示す。 
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防護措置の整備状況 
（燃料の重大な損傷を防止するための措置（2/2）） 

機 能 目  的 防 護 措 置(注１) 対 策 概 要 主要な系統等(注２) 設置時期等(注３) 

炉心冷却

機能 

(続き) 

２次系からの除

熱機能喪失の影

響緩和 

 

炉心冷却⑧ 代替給水 既存設備の利用、手順書の整備 主給水系(イ)、復水系(イ)、２次系純水系(イ)  

炉心冷却⑨ ２次系水源補給 既存設備の利用、手順書の整備 ２次系純水系(イ)  

炉心冷却⑩ フィードアンドブリード 既存設備の利用、手順書の整備 安全注入系(イ)、原子炉冷却系(イ)  

炉心冷却⑪ タービンバイパス系の活用 既存設備の利用、手順書の整備 主蒸気系(イ)、循環水系(イ)、復水系(イ)  

緊急対策② 緊急時の最終的な除熱機能

の確保 

仮設ポンプおよび仮設ホースの配置、手順書

の整備 

補助給水系(イ) 

仮設ポンプおよび仮設ホース(ハ) 

 

平成 23年 4月 

安全機能

のサポー

ト機能 

電源喪失の影響

緩和 

サポート① 電源復旧 既存設備の利用、手順書の整備 所内電源系(イ)、送電系(イ)  

サポート② 直流電源確保 既存設備の利用、手順書の整備 －  

サポート⑥ 号機間電源融通 既存設備の利用、手順書の整備 所内電源系(イ)  

緊急対策① 緊急時の電源確保（移動発

電機車による給電） 

移動発電機車(4,000kVA)、仮設キュービクル

および電源ケーブルの配置、手順書の整備 

所内電源系(イ) 

移動発電機車、仮設キュービクルおよび電源ケー

ブル(ハ) 

 

平成 23年 3月 

補機冷却水喪失

の影響緩和 

サポート③ 補機冷却水系回復 既存設備の利用、手順書の整備 原子炉補機冷却水系(イ)、原子炉補機冷却海水系

(イ)、２次系純水系(イ)、１次系純水系(イ)、燃

料取替用水系(イ) 

 

サポート⑤ 代替補機冷却 空調用冷水系－余熱除去ポンプの原子炉補機

冷却水系接続ラインの設置、手順書の整備 

空調用冷水系(イ)、原子炉補機冷却海水系(イ) 

空調用冷水系－余熱除去ポンプの原子炉補機冷

却水系接続ラインおよび仮設ホース(ロ) 

 

平成 12年 10月 

制御用空気喪失

の影響緩和 

サポート④ 代替制御用空気供給 既存設備の利用、手順書の整備 所内用空気系(イ)、制御用空気系(イ)  

その他 ＳＦＰの冷却機

能喪失の影響緩

和 

緊急対策③ 緊急時のＳＦＰの冷却確保 消防車、仮設ポンプおよび仮設ホースの配置、

手順書の整備 

原水系(イ) 

消防車(ハ)、仮設ポンプおよび仮設ホース(ハ) 

 

平成 23年 4月 

事故対応環境の

強化 

ＳＡ措置② 緊急時における発電所構内

通信手段の確保 

構内ＰＨＳ電源装置の代替措置、屋外通話装

置(トランシーバ、衛星携帯電話)の配備、手

順書の整備 

構内ＰＨＳ電源装置の代替措置、屋外通話装置

(トランシーバ、衛星携帯電話) (ハ) 

平成 23年 6月 

ＳＡ措置⑤ がれき撤去用の重機の配備 ホイールローダーの配備 ホイールローダー(ハ) 平成 23年 4月 
注１：網掛けは、緊急安全対策またはシビアアクシデントの対応に関する措置として、東日本大震災後新たに整備したもの。 

注２：系統等の後段の括弧のイ～ニは、次の分類を示している。 イ 工事計画で対象とした設備、 ロ 実施済みのアクシデントマネジメント(ＡＭ)設備、ハ 緊急安全対策（短期）またはシビアアクシデントへの対応

に関する措置、ニ 設備強化対策設備(緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備) 

注３：当該防護措置に関連する、ロ、ハおよびニの設備の設置等が完了した時期を示す。 
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防護措置の整備状況 
（放射性物質の大規模な放出を防止するために原子炉格納容器の健全性を維持するための措置） 

機 能 目  的 防 護 措 置(注１) 対 策 概 要 主要な系統等(注２) 設置時期等(注３) 

放射性物

質の閉じ

込め機能 

格納容器の除熱

機能喪失の影響

緩和 

閉じ込め① 代替格納容器気相冷却 既存設備の利用、手順書の整備 格納容器再循環装置(イ)、原子炉補機冷却水系

(イ)、原子炉補機冷却海水系(イ) 

 

閉じ込め③ 格納容器内自然対流冷却 格納容器再循環ダクトのダクト開放機構の設

置、粗フィルタの撤去、常用格納容器圧力計

の計器スパン変更、原子炉補機冷却水ポンプ

入口圧力計の設置、手順書の整備 

格納容器再循環装置(イ)、原子炉補機冷却水系

(イ)、原子炉補機冷却海水系(イ) 

ダクト開放機構(ロ)、原子炉補機冷却水ポンプ入

口圧力計(ロ) 

 

 

平成 12年 10月 

閉じ込め④ 格納容器内注水 消火水－格納容器スプレイ系接続ラインおよ

び原子炉キャビティへの浸水性向上のための

浸水経路の確保、手順書の整備 

消火水系(イ)、格納容器スプレイ系(イ) 

消火水－格納容器スプレイ系接続ライン(ロ) 

 

平成 12年 10月 

閉じ込め⑤ １次系強制減圧 既存設備の利用、手順書の整備 原子炉冷却系(イ)  

格納容器隔離機

能喪失の影響緩

和 

閉じ込め② 格納容器手動隔離 既存設備の利用、手順書の整備 格納容器隔離弁を有する系統(イ)  

水素発生の影響

緩和 

ＳＡ措置④ 水素爆発防止対策（アニュ

ラスの排気） 

既存設備の利用、手順書の整備 アニュラス空気浄化系(イ)  （注４） 

安全機能

のサポー

ト機能 

電源喪失の影響

緩和 

サポート① 電源復旧 既存設備の利用、手順書の整備 所内電源系(イ)、送電系(イ)  

サポート② 直流電源確保 既存設備の利用、手順書の整備 －  

サポート⑥ 号機間電源融通 既存設備の利用、手順書の整備 所内電源系(イ)  

緊急対策① 緊急時の電源確保（移動発

電機車による給電） 

移動発電機車(4,000kVA)、仮設キュービクル

および電源ケーブルの配置、手順書の整備 

所内電源系(イ)  

移動発電機車、仮設キュービクルおよび電源ケー

ブル(ハ) 

 

平成 23年 3月 

補機冷却水喪失

の影響緩和 

サポート③ 補機冷却水系回復 既存設備の利用、手順書の整備 原子炉補機冷却水系(イ)、原子炉補機冷却海水系

(イ)、２次系純水系(イ)、１次系純水系(イ)、燃

料取替用水系(イ) 

 

サポート⑤ 代替補機冷却 空調用冷水系－余熱除去ポンプの原子炉補機

冷却水系接続ラインの設置、手順書の整備 

空調用冷水系(イ)、原子炉補機冷却海水系(イ) 

空調用冷水系－余熱除去ポンプの原子炉補機冷

却水系接続ラインおよび仮設ホース(ロ) 

 

平成 12年 10月 

制御用空気喪失

の影響緩和 

サポート④ 代替制御用空気供給 既存設備の利用、手順書の整備 所内用空気系(イ)、制御用空気系(イ)  

その他 事故対応環境の

強化 

ＳＡ措置① 中央制御室の作業環境の確保 既存設備の利用、手順書の整備 中央制御室換気空調系(イ) （注４） 

ＳＡ措置② 緊急時における発電所構内

通信手段の確保 

構内ＰＨＳ電源装置の代替措置、屋外通話装

置(トランシーバ、衛星携帯電話)の配備、手

順書の整備 

構内ＰＨＳ電源装置の代替措置、屋外通話装置

(トランシーバ、衛星携帯電話) (ハ) 

平成 23年 6月 

ＳＡ措置③ 高線量防護服等の資機材の

確保および放射線管理のた

めの体制の整備 

高線量対応防護服の配備、放射線管理のため

の体制の整備 

高線量対応防護服(ハ) 平成 23年 7月 

ＳＡ措置⑤ がれき撤去用の重機の配備 ホイールローダーの配備 ホイールローダー(ハ) 平成 23年 4月 
注１：網掛けは、緊急安全対策またはシビアアクシデントの対応に関する措置として、東日本大震災後新たに整備したもの。 

注２：系統等の後段の括弧のイ～ニは、次の分類を示している。 イ 工事計画で対象とした設備、 ロ 実施済みのアクシデントマネジメント(ＡＭ)設備、ハ 緊急安全対策（短期）またはシビアアクシデントへの対応

に関する措置、ニ 設備強化対策設備(緊急安全対策に係る実施状況報告書にて計画されているもののうち設置済みの設備) 

注３：当該防護措置に関連する、ロ、ハおよびニの設備の設置等が完了した時期を示す。 

注４：平成 23年 6月に手順書を整備 
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失敗

大破断LOCA

低圧注入による

原子炉への給水蓄圧注入による

ほう酸水の給水

炉心損傷

炉心損傷

成功
低圧注入による

再循環炉心冷却

失敗

成功

失敗

冷却成功（ア）
成功

格納容器スプレイによる

再循環格納容器冷却

代替再循環による

炉心冷却

炉心損傷

炉心損傷

冷却成功（イ）

炉心損傷
失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

高圧注入による

原子炉への給水

原子炉への給水 炉心の継続的な除熱

炉心の継続的な除熱

炉心冷却⑤

(水源補給による注入継続)

炉心冷却⑫

(代替再循環)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心損傷に係るイベントツリー 

（炉心損傷カテゴリ１：大破断ＬＯＣＡ） 

注）ＡＭ策は、ＰＳＡの結果を踏まえ抽出していることから、ここでは

ＰＳＡに用いたイベントツリーのシナリオに沿って記述している。

このため、現実的な(決定論的な)事象進展を示している地震・津波

評価におけるイベントツリーとは異なる部分がある。

また、冷却成功に付した括弧の片仮名は、本文中の各シナリオと対

応している。

：防護措置に係る手段を表す。

：対応する防護措置の名称を示している。
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中破断LOCA
蓄圧注入による

ほう酸水の給水

成功 格納容器スプレイ

による格納容器除熱

冷却成功（ア）

失敗

炉心損傷

冷却成功（ウ）

炉心損傷

タービンバイパス弁

による熱放出

失敗

成功成功

*1主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（代替再循環不可）

*4主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（炉心冷却成功）

失敗

*3主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（低圧再循環可）へ移行

炉心損傷

*3主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（低圧再循環可）

*4主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（炉心冷却成功）へ移行

余熱除去ポンプに

よるブースティング

高圧注入による

再循環炉心冷却

格納容器スプレイによる

再循環格納容器冷却

成功

失敗

成功

余熱除去ポンプに

よるブースティング

炉心損傷

補助給水による
蒸気発生器への給水
（電動またはタービン動）

タービンバイパス弁

による熱放出

代替格納

容器冷却

冷却成功（オ）

失敗

成功

失敗

成功

失敗 失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

低圧注入による

原子炉への給水主蒸気逃がし弁

による熱放出

（手動・中央制御室）

炉心損傷 タービンバイパス弁

による熱放出

低圧注入による

原子炉への給水へ移行

低圧注入による

再循環炉心冷却1

炉心損傷
失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

炉心損傷

失敗

成功

代替格納容器

冷却へ移行

炉心損傷

炉心損傷
失敗

成功

失敗

失敗
炉心損傷

炉心損傷

格納容器スプレイによる

再循環格納容器冷却

代替再循環による

炉心冷却

冷却成功（エ）

炉心損傷
失敗

成功

失敗

成功

成功

成功

*2 主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（低圧再循環不可）

炉心損傷

高圧注入による

原子炉への給水

補助給水による
蒸気発生器への給水
（電動またはタービン動）

補助給水による
蒸気発生器への給水
（電動またはタービン動）

高圧注入による

再循環炉心冷却

補助給水による
蒸気発生器への給水
（電動またはタービン動）

冷却成功（イ）

原子炉への給水 炉心の継続的な除熱

１次系の冷却・減圧（２次系使用） 炉心の継続的な除熱

主蒸気逃がし弁

による熱放出

（手動・中央制御室）

原子炉への給水

低圧注入による

再循環炉心冷却4

成功※

低圧注入による

再循環炉心冷却4へ移行

冷却成功（イ）
低圧注入による

再循環炉心冷却3

低圧注入による

再循環炉心冷却3へ移行

低圧注入による

再循環炉心冷却2
失敗※

炉心冷却②

(２次系強制冷却による低圧注入)

炉心冷却⑪

(タービンバイパス系の活用)

炉心冷却⑪

(タービンバイパス系の活用)

炉心冷却⑪

(タービンバイパス系の活用)

炉心冷却⑪

(タービンバイパス系の活用)

炉心冷却③

(２次系強制冷却による低圧再循環)

炉心冷却③

(２次系強制冷却による低圧再循環)

炉心冷却③(２次系強制冷却による低圧再循環)

炉心冷却④(２次系強制冷却によるサンプ水冷却)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)

炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

炉心冷却⑫

(代替再循環)

炉心冷却③

(２次系強制冷却による低圧再循環)

成功※

タービンバイパス弁

による熱放出

主蒸気逃がし弁

による熱放出

（手動・中央制御室）

主蒸気逃がし弁

による熱放出

（手動・中央制御室）

※：各々「余熱除去ポンプによるブースティング」の

成功・失敗により、成功・失敗を判断している。

低圧注入による

再循環炉心冷却2へ移行

 

 

 

 

 

 

炉心損傷に係るイベントツリー 

（炉心損傷カテゴリ１：中破断ＬＯＣＡ） 

注）ＡＭ策は、ＰＳＡの結果を踏まえ抽出していることから、ここでは

ＰＳＡに用いたイベントツリーのシナリオに沿って記述している。

このため、現実的な(決定論的な)事象進展を示している地震・津波

評価におけるイベントツリーとは異なる部分がある。

また、冷却成功に付した括弧の片仮名は、本文中の各シナリオと対

応している。

：防護措置に係る手段を表す。

：対応する防護措置の名称を示している。
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成功

失敗

小破断LOCA 原子炉停止

成功 主蒸気

逃がし弁

による熱放出

（自動）

成功

*1 フィードアンドブ
リードシナリオへ

移行

*1 フィードアンドブリードシナリオ

格納容器スプレイ
による格納容器除熱

成功

*5主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ
（炉心冷却成功）へ移行

*4主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（低圧再循環可）

*5主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（炉心冷却成功）

低圧注入による
原子炉への給水

低圧注入による
再循環炉心冷却1

炉心損傷

失敗

成功 蓄圧注入による
ほう酸水の給水

炉心損傷
失敗

余熱除去ポンプに
よるブースティング

高圧注入による
再循環炉心冷却

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却3

冷却成功（ア）

余熱除去ポンプに
よるブースティング

炉心損傷

成功

失敗

成功

失敗

成功

成功

失敗

成功

失敗

高圧注入による

原子炉への給水

失敗

成功

失敗

成功

失敗

失敗

失敗

成功

成功

炉心損傷

格納容器スプレイに
よる格納容器除熱

炉心損傷

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却1

代替格納
容器冷却1

冷却成功（キ）

炉心損傷

代替格納容器
冷却1へ移行

加圧器逃がし弁
による熱放出
（手動・

中央制御室）

冷却成功（カ）

高圧注入による
原子炉への給水

余熱除去ポンプに
よるブースティング

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

成功

失敗

余熱除去ポンプに
よるブースティング

タービンバイパス弁
による熱放出

失敗

成功

炉心損傷

蓄圧注入による
ほう酸水の給水へ移行

冷却成功（オ）

失敗

成功

炉心損傷

*2 主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（蓄圧注入要、代替再循環不可）

失敗

*3 主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（低圧再循環不可）

主蒸気逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室）

失敗

成功

補助給水による
蒸気発生器
への給水
（電動または
タービン動）

失敗

成功

失敗

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

高圧注入による
再循環炉心冷却

高圧注入による
再循環炉心冷却

高圧注入による
再循環炉心冷却

主蒸気逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室）

冷却成功（ウ）

炉心損傷

代替格納
容器冷却2

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

タービンバイパス弁
による熱放出失敗

成功

失敗

成功

炉心損傷

タービンバイパス弁
による熱放出失敗

失敗
炉心損傷

炉心損傷

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却2

代替再循環による
炉心冷却

冷却成功（エ）

炉心損傷
失敗

成功

失敗

成功

成功

成功

*4主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ
（低圧再循環可）へ移行

ATWSへ

主蒸気逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室）

原子炉の停止 炉心の継続的な除熱

１次系の冷却・減圧（２次系使用） 炉心の継続的な除熱原子炉への給水

１次系の冷却・減圧(２次系使用) 原子炉への給水

炉心の継続的な除熱
１次系の冷却・減圧

（１次系使用）
原子炉への給水

低圧注入による

再循環炉心冷却4

成功※

冷却成功（イ）

低圧注入による

再循環炉心冷却4へ移行タービンバイパス弁
による熱放出

低圧注入による

再循環炉心冷却3

成功※

冷却成功（イ）

低圧注入による

再循環炉心冷却3へ移行

低圧注入による

再循環炉心冷却2 失敗※

低圧注入による

再循環炉心冷却2へ移行

炉心冷却②

(２次系強制冷却による低圧注入)

炉心冷却⑪

(タービンバイパス系の活用)

炉心冷却⑪

(タービンバイパス系の活用)

炉心冷却⑪

(タービンバイパス系の活用)

主蒸気逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室）

炉心冷却⑪

(タービンバイパス系の活用)

炉心冷却⑩

(フィードアンドブリード)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)

炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)

炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

炉心冷却③

(2次系強制冷却による低圧再循環)

炉心冷却⑫

(代替再循環)

炉心冷却③(２次系強制冷却による低圧再循環)

炉心冷却④(２次系強制冷却によるサンプ水冷却)

炉心冷却③

(２次系強制冷却による低圧再循環)

炉心冷却③

(２次系強制冷却による低圧再循環)

※：各々「余熱除去ポンプによるブースティング」の

成功・失敗により、成功・失敗を判断している。

 

 

 

 

 

炉心損傷に係るイベントツリー 

（炉心損傷カテゴリ１：小破断ＬＯＣＡ） 

注）ＡＭ策は、ＰＳＡの結果を踏まえ抽出していることから、ここでは

ＰＳＡに用いたイベントツリーのシナリオに沿って記述している。

このため、現実的な(決定論的な)事象進展を示している地震・津波

評価におけるイベントツリーとは異なる部分がある。

また、冷却成功に付した括弧の片仮名は、本文中の各シナリオと対

応している。

：防護措置に係る手段を表す。

：対応する防護措置の名称を示している。
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余熱除去系
隔離弁LOCA

原子炉停止 炉心損傷

炉心損傷

蓄圧注入による
ほう酸水の給水

隔離弁閉止

*2 フィードアンドブリードシナリオ

成功

失敗

炉心損傷

炉心損傷

加圧器逃がし弁による
1次系の減圧

（手動・中央制御室）へ移行

炉心損傷

炉心損傷

冷却成功（エ）

*1 1次系注水・減圧／

クールダウン＆リサーキュレーションシナリオ

炉心損傷

高圧注入停止へ移行

炉心損傷

成功

冷却成功（ア）

失敗

*2 フィードアンドブリードシ
ナリオへ移行

成功
主蒸気逃がし弁
による熱放出
（自動/手動・
中央制御室）

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

補助給水による
蒸気発生器
への給水
（電動または
タービン動）

格納容器スプレイに
よる格納容器除熱

炉心損傷

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却

代替格納
容器冷却2

冷却成功（ウ）

炉心損傷

代替格納容器
冷却2へ移行

冷却成功（イ）

余熱除去ポンプに
よるブースティング

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

成功

失敗

余熱除去ポンプに
よるブースティング

成功

失敗

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功高圧注入による
再循環炉心冷却

高圧注入による
再循環炉心冷却

失敗

成功

失敗

補助給水による
蒸気発生器
への給水
（電動または
タービン動）

格納容器スプレイに
よる格納容器除熱

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却

冷却成功（カ）

炉心損傷

代替格納容器
冷却1へ移行

冷却成功（オ）

余熱除去ポンプに
よるブースティング

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

成功

失敗

余熱除去ポンプに
よるブースティング

成功

失敗

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功高圧注入による
再循環炉心冷却

高圧注入による
再循環炉心冷却

炉心損傷

成功

失敗

原子炉の停止 炉心の継続的な除熱１次系の冷却・減圧（１次系使用）

炉心の継続的な除熱

１次系の冷却・減圧(２次系使用)原子炉への給水 隔離弁閉止

１次系の冷却・減圧（１次系使用）

加圧器逃がし弁
による

1次系の減圧
（手動・

中央制御室）

加圧器補助
スプレイによる
1次系の減圧

高圧注入停止

充てん系による
原子炉への給水

余熱除去系
による冷却

高圧注入による
原子炉への給水

タービンバイパス弁
による熱放出

加圧器逃がし弁に
よる熱放出
（手動・

中央制御室）

加圧器逃がし弁に
よる熱放出
（手動・

中央制御室）

主蒸気逃がし弁
による熱放出
（手動・

中央制御室）

代替格納
容器冷却1

炉心冷却⑩
(フィードアンドブリード)

炉心冷却⑦

(１次系注水・減圧)

炉心冷却⑮
(クールダウン＆リサーキュレーション)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)

炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)
炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

 

 

 

 

 

 

炉心損傷に係るイベントツリー 

（炉心損傷カテゴリ２：余熱除去系隔離弁ＬＯＣＡ） 

注）ＡＭ策は、ＰＳＡの結果を踏まえ抽出していることから、ここでは

ＰＳＡに用いたイベントツリーのシナリオに沿って記述している。

このため、現実的な(決定論的な)事象進展を示している地震・津波

評価におけるイベントツリーとは異なる部分がある。

また、冷却成功に付した括弧の片仮名は、本文中の各シナリオと対

応している。

：防護措置に係る手段を表す。

：対応する防護措置の名称を示している。
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蒸気発生器
伝熱管破損

原子炉停止

*１ フィードアンドブリードシナリオ

成功

失敗

２次系の開放
成功

失敗

無し

*2 1次系注水・減圧／
クールダウン＆リサーキュレーションシナリオ

高圧注入による
原子炉への給水

成功

失敗

*1 フィードアンドブリード
シナリオへ移行

有り

炉心損傷

炉心損傷

成功

失敗

有り

失敗

成功

補助給水による
蒸気発生器
への給水
（電動または
タービン動）

補助給水による
蒸気発生器
への給水
（電動または
タービン動）

２次系の開放

主蒸気逃がし弁
による熱放出
（自動/手動・
中央制御室）

主蒸気逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室）

冷却成功（ア）

炉心損傷

加圧器逃がし弁に
よる

１次系の減圧
（手動・

中央制御室）

加圧器逃がし弁
による１次系の減圧

（手動・中央制御室）へ移行

加圧器補助
スプレイによる
１次系の減圧

高圧注入
停止

充てん系による
原子炉への給水

炉心損傷

炉心損傷

余熱除去系
による冷却

冷却成功（エ）

高圧注入停止へ移行

炉心損傷

タービンバイパス弁
による熱放出

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功
格納容器スプレイに
よる格納容器除熱

炉心損傷

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却

代替格納
容器冷却1

冷却成功（ウ）

炉心損傷

代替格納容器
冷却1へ移行

加圧器逃がし弁
による熱放出
（手動・

中央制御室）

冷却成功（イ）

余熱除去ポンプに
よるブースティング

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

成功

失敗

余熱除去ポンプに
よるブースティング

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功高圧注入による
再循環炉心冷却

高圧注入による
再循環炉心冷却

炉心損傷

２次系の開放

冷却成功（ア)
成功

失敗

炉心損傷

主蒸気逃がし弁
による熱放出
（自動/手動・
中央制御室）

無し

有り

無し

ATWSへ

失敗

成功
格納容器スプレイに
よる格納容器除熱

炉心損傷

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却

代替格納
容器冷却2

冷却成功（カ）

炉心損傷

代替格納容器
冷却2へ移行

加圧器逃がし弁
による熱放出
（手動・

中央制御室）

冷却成功（オ）

余熱除去ポンプに
よるブースティング

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

成功

失敗

余熱除去ポンプに
よるブースティング

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功高圧注入による
再循環炉心冷却

高圧注入による
再循環炉心冷却

失敗

１次系の冷却・減圧(２次系使用)原子炉への給水

１次系の冷却・減圧

(１次系使用)

原子炉の停止

炉心の継続的な除熱

１次系の冷却・減圧(１次系使用) 炉心の継続的な除熱

炉心冷却⑩

(フィードアンドブリード)

炉心冷却⑦

(１次系注水・減圧)

炉心冷却⑮

(クールダウン＆リサーキュレーション)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)

炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)

炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

 

 

 

 

 

 

 

炉心損傷に係るイベントツリー 

（炉心損傷カテゴリ２：蒸気発生器伝熱管破損） 

注）ＡＭ策は、ＰＳＡの結果を踏まえ抽出していることから、ここでは

ＰＳＡに用いたイベントツリーのシナリオに沿って記述している。

このため、現実的な(決定論的な)事象進展を示している地震・津波

評価におけるイベントツリーとは異なる部分がある。

また、冷却成功に付した括弧の片仮名は、本文中の各シナリオと対

応している。

：防護措置に係る手段を表す。

：対応する防護措置の名称を示している。
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ATWS

高

低

原子炉出力
レベル

タービン
トリップ

炉心損傷

失敗

成功

主給水による
蒸気発生器
への給水

炉心損傷

手動トリップ4
へ移行

炉心損傷

冷却成功（ア）

冷却成功（イ）

タービン
トリップ

失敗

成功

炉心損傷

冷却成功（ウ）

冷却成功（エ）

炉心損傷

失敗

成功

高圧注入による
原子炉への給水へ

移行

失敗

成功

炉心損傷

冷却成功（キ）

冷却成功（ク）

失敗

成功

炉心損傷

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

格納容器スプレイ
による

格納容器除熱

格納容器スプレイ
による再循環
格納容器冷却

代替格納
容器冷却

冷却成功（カ）

炉心損傷

代替格納容器
冷却へ移行

冷却成功（オ）

余熱除去
ポンプに
よるブース
ティング

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

成功

失敗

余熱除去
ポンプに
よるブース
ティング

成功

失敗

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功
高圧注入による
再循環炉心冷却

高圧注入による
再循環炉心冷却

炉心損傷

成功

失敗

タービントリップ
１次系の冷却・減圧(２次系使用)／

炉心の継続的な除熱

原子炉への給水

原子炉の停止

１次系の冷却・減圧

（１次系使用）
炉心の継続的な除熱

手動トリップ4
補助給水による
蒸気発生器への
給水（電動または
タービン動）

緊急ほう酸注入系
によるほう酸の添加

補助給水による
蒸気発生器への
給水（電動または
タービン動）

手動トリップ3

緊急ほう酸注入系
によるほう酸の添加

手動トリップ2

緊急ほう酸注入系
によるほう酸の添加

手動トリップ1

緊急ほう酸注入系
によるほう酸の添加

主給水による
蒸気発生器
への給水

高圧注入による
原子炉への給水

加圧器逃がし弁
による熱放出
（手動・

中央制御室）

炉停止①

(手動原子炉トリップ)炉停止③

(緊急２次系冷却)

炉停止③

(緊急２次系冷却)

炉停止①

(手動原子炉トリップ)

炉停止①
(手動原子炉トリップ)

炉停止①

(手動原子炉トリップ)

炉停止④

(緊急２次系冷却の多様化)

炉停止④

(緊急２次系冷却の多様化)

炉停止②
(緊急ほう酸注入)

炉停止②

(緊急ほう酸注入)

炉停止②
(緊急ほう酸注入)

炉停止②
(緊急ほう酸注入)

炉心冷却⑩
(フィードアンドブリード)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)
炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

手動トリップ3
へ移行

 

 

 

 

炉心損傷に係るイベントツリー 

（炉心損傷カテゴリ３：ＡＴＷＳ） 

注）ＡＭ策は、ＰＳＡの結果を踏まえ抽出していることから、ここでは

ＰＳＡに用いたイベントツリーのシナリオに沿って記述している。

このため、現実的な(決定論的な)事象進展を示している地震・津波

評価におけるイベントツリーとは異なる部分がある。

また、冷却成功に付した括弧の片仮名は、本文中の各シナリオと対

応している。

：防護措置に係る手段を表す。

：対応する防護措置の名称を示している。
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成功

成功

失敗

冷却成功（ア）

失敗

主給水喪失
過渡事象
手動停止

*1 フィードアンドブリード
シナリオへ移行

*1 フィードアンドブリードシナリオ

成功

失敗

成功

失敗

主蒸気逃がし弁
による熱放出
（自動/手動・
中央制御室）

高圧注入による
原子炉への給水

補助給水による
蒸気発生器への

給水
（電動または
タービン動）

原子炉停止
(主給水喪失およ
び過渡事象)

失敗

成功

成功

炉心損傷

格納容器スプレイに
よる格納容器除熱

炉心損傷

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却

代替格納
容器冷却

冷却成功（エ）

炉心損傷

代替格納容器
冷却へ移行

加圧器逃がし弁
による熱放出
（手動・

中央制御室）

冷却成功（ウ）

余熱除去ポンプに
よるブースティング

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

成功

失敗

余熱除去ポンプに

よるブースティング

失敗

成功

失敗

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功
高圧注入による
再循環炉心冷却

高圧注入による
再循環炉心冷却

ATWSへ

原子炉の停止 １次系の冷却・減圧(２次系使用)／炉心の継続的な除熱

炉心の継続的な除熱原子炉への給水 １次系の冷却・減圧（１次系使用）

主給水による
蒸気発生器への給水

炉心冷却⑧

(代替給水) 炉心冷却⑩

(フィードアンドブリード)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)

炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

成功
冷却成功（イ）

失敗

*1 フィードアンドブリード
シナリオへ移行

主蒸気逃がし弁
による熱放出
（自動/手動・
中央制御室）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心損傷に係るイベントツリー 

（炉心損傷カテゴリ４：主給水喪失／過渡事象／手動停止） 

注）ＡＭ策は、ＰＳＡの結果を踏まえ抽出していることから、ここでは

ＰＳＡに用いたイベントツリーのシナリオに沿って記述している。

このため、現実的な(決定論的な)事象進展を示している地震・津波

評価におけるイベントツリーとは異なる部分がある。

また、冷却成功に付した括弧の片仮名は、本文中の各シナリオと対

応している。

：防護措置に係る手段を表す。

：対応する防護措置の名称を示している。
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失敗

2次冷却系の
破断

成功

成功

失敗

主蒸気隔離

成功

失敗

失敗

*1 フィードアンドブリード
シナリオへ移行

*１ フィードアンドブリードシナリオ

主蒸気隔離

補助給水による
蒸気発生器への

給水
（電動または
タービン動）

冷却成功（ア）
成功

失敗

成功

失敗
炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

成功

失敗

原子炉停止

ATWSへ

成功

失敗

*1 フィードアンドブリード
シナリオへ移行

成功
主蒸気逃がし弁
による熱放出
（自動/手動・
中央制御室）

補助給水による
蒸気発生器への

給水
（電動または
タービン動）

成功
格納容器スプレイに
よる格納容器除熱

炉心損傷

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却 冷却成功（ウ）

炉心損傷

代替格納容器
冷却へ移行

冷却成功（イ）

余熱除去ポンプに
よるブースティング

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

成功

失敗

余熱除去ポンプに
よるブースティング

失敗

成功

失敗

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功高圧注入による
再循環炉心冷却

高圧注入による
再循環炉心冷却

主蒸気逃がし弁
による熱放出
（自動/手動・
中央制御室）

冷却成功（ア）

高圧注入による
原子炉への給水

代替格納
容器冷却

加圧器逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室）

１次系の冷却・減圧(２次系使用)／炉心の継続的な除熱原子炉への給水

１次系の冷却・減圧

(１次系使用)

原子炉の停止

炉心の継続的な除熱

炉心冷却⑩

(フィードアンドブリード)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)

炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

主蒸気隔離

 
 

 

 

 

 

 

 

炉心損傷に係るイベントツリー 

（炉心損傷カテゴリ４：２次冷却系の破断） 

注）ＡＭ策は、ＰＳＡの結果を踏まえ抽出していることから、ここでは

ＰＳＡに用いたイベントツリーのシナリオに沿って記述している。

このため、現実的な(決定論的な)事象進展を示している地震・津波

評価におけるイベントツリーとは異なる部分がある。

また、冷却成功に付した括弧の片仮名は、本文中の各シナリオと対

応している。

：防護措置に係る手段を表す。

：対応する防護措置の名称を示している。
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成功

失敗

成功

失敗

成功

成功

成功

外部電源喪失
非常用所内電源
からの給電

主蒸気逃がし弁
による熱放出
（手動・現場）

蓄圧注入による
ほう酸水の給水

失敗

冷却成功（エ）

冷却成功（ア）

*7 フィードアンドブリード
シナリオへ移行失敗

成功

失敗

失敗

失敗

成功

成功

格納容器スプレイに
よる格納容器除熱

*7 フィードアンドブリードシナリオ

成功

冷却成功（ウ）

加圧器逃がし弁・
安全弁LOCA

失敗

無し 1次冷却材ポンプ
封水LOCA

無し

発生

成功

失敗

成功

失敗

炉心損傷

成功

失敗

*6 1次冷却材ポンプ封水LOCAシナリオ

加圧器逃がし弁・安全弁
LOCAへ移行

失敗

主蒸気逃がし弁
による熱放出
（自動/手動・
中央制御室）

余熱除去ポンプに
よるブースティング

高圧注入による
再循環炉心冷却

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却

冷却成功（イ）

余熱除去ポンプに
よるブースティング

高圧注入による
再循環炉心冷却

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

代替格納容器
冷却2へ移行

成功

補助給水による
蒸気発生器への給水
（電動またはタービン動）

加圧器逃がし弁・安全弁
LOCAへ移行

加圧器逃がし弁・安全弁
LOCAへ移行

失敗

炉心損傷

*5 加圧器逃がし弁・安全弁LOCAシナリオ

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

移動発電機車
による給電

代替格納
容器冷却2

AC電源の回復

（回復または電源融通）

AC電源の回復

（回復または電源融通）

AC電源の回復

（回復または電源融通）

加圧器逃がし弁
による熱放出
（手動・

中央制御室）高圧注入による
原子炉への給水

補助給水による
蒸気発生器への給水
（タービン動（仮設ポンプ
等による補助給水タンク
への給水を含む））

電源の確保 １次系の冷却・減圧(２次系使用)／炉心の継続的な除熱

電源の回復 原子炉への給水 炉心の継続的な除熱
１次系の冷却・減圧

（１次系使用）

緊急対策②

(緊急時の最終的な除熱機能の確保)

緊急対策①

(緊急時の電源確保)

サポート①(電源復旧)

サポート⑥(号機間電源融通)

サポート①(電源復旧)

サポート⑥(号機間電源融通)

サポート①(電源復旧)

サポート⑥(号機間電源融通)

炉心冷却⑩

(フィードアンドブリード)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)
炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

発生

補助給水による
蒸気発生器への給水

（電動）2

主蒸気逃がし弁
による熱放出
（自動/手動・

中央制御室）へ移行

成功

失敗

*7 フィードアンドブリード
シナリオへ移行

成功

格納容器スプレイ
による格納容器除熱

成功

*4主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ
（炉心冷却成功）へ移行

*3主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（低圧再循環可）

*4主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（炉心冷却成功）

低圧注入による
原子炉への給水

低圧注入による
再循環炉心冷却

炉心損傷

失敗

成功 蓄圧注入による
ほう酸水の給水

炉心損傷
失敗

余熱除去ポンプに
よるブースティング

高圧注入による
再循環炉心冷却

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却

冷却成功

余熱除去ポンプに
よるブースティング

炉心損傷

成功

失敗

成功

失敗

成功

成功

失敗

成功

失敗

高圧注入による

原子炉への給水

失敗

成功

失敗

成功

炉心損傷

冷却成功

失敗

成功

炉心損傷

*1 主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（蓄圧注入要、代替再循環不可）

失敗

*2主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（低圧再循環不可）

主蒸気逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室）

失敗

成功

補助給水による
蒸気発生器への給水

（電動）1

高圧注入による
再循環炉心冷却

主蒸気逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室） 冷却成功

炉心損傷

代替格納
容器冷却1

成功

失敗

成功

失敗

失敗

成功

炉心損傷

失敗
炉心損傷

炉心損傷

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却

代替再循環による
炉心冷却

冷却成功

炉心損傷
失敗

成功

失敗

成功

成功

*3主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ
（低圧再循環可）へ移行

主蒸気逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室）

低圧注入による

再循環炉心冷却

成功※

冷却成功

低圧注入による

再循環炉心冷却

成功※

冷却成功

低圧注入による

再循環炉心冷却 失敗※

炉心冷却②

(２次系強制冷却による低圧注入)

主蒸気逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室）

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)

炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

炉心冷却③

(2次系強制冷却による低圧再循環)

炉心冷却⑫

(代替再循環)

炉心冷却③(２次系強制冷却による低圧再循環)

炉心冷却④(２次系強制冷却によるサンプ水冷却)

炉心冷却③

(２次系強制冷却による低圧再循環)

炉心冷却③

(２次系強制冷却による低圧再循環)

炉心損傷
失敗

*7 フィードアンドブ
リードシナリオへ

移行

炉心の継続的な除熱 １次系の冷却・減圧（２次系 炉心の継続的な除熱原子炉への給水
１次系の冷却・減圧

(２次系使用)
原子炉への給水

補助給水による
蒸気発生器への給水
（電動）1へ移行

※：各々「余熱除去ポンプによるブースティング」の

成功・失敗により、成功・失敗を判断している。

炉心の継続的な除熱
１次系の冷却・減圧

（２次系使用）
原子炉への給水

 
 

 

 

炉心損傷に係るイベントツリー 

（炉心損傷カテゴリ５：外部電源喪失） 

注）ＡＭ策は、ＰＳＡの結果を踏まえ抽出していることから、ここでは

ＰＳＡに用いたイベントツリーのシナリオに沿って記述している。

このため、現実的な(決定論的な)事象進展を示している地震・津波

評価におけるイベントツリーとは異なる部分がある。

また、冷却成功に付した括弧の片仮名は、本文中の各シナリオと対

応している。

：防護措置に係る手段を表す。

：対応する防護措置の名称を示している。
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補機冷却水
の喪失

成功

失敗

補助給水による
蒸気発生器への給水
（電動またはタービン動）

加圧器逃がし弁・
安全弁LOCA

無し

発生

1次冷却材ポンプ
封水LOCA

無し

発生

補助給水による
蒸気発生器への給水
（電動またはタービン動）

原子炉補機冷却水系
の短時間の回復

または
代替補機冷却
（含む回復） 炉心損傷

格納容器スプレイ
による格納容器除熱

成功

*4主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ
（低圧再循環可）へ移行

*5主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ
（炉心冷却成功）へ移行

失敗

原子炉補機冷却水系
の短時間の回復

炉心損傷

*1 フィードアンドブリードシナリオ

補助給水による
蒸気発生器への給水
（電動またはタービン動）

成功

失敗

高圧注入による

原子炉への給水2へ移行

炉心損傷

*4主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ
（低圧再循環可）

*5主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ
（炉心冷却成功）

成功
冷却成功（ア）

*1 フィードアンドブリード
シナリオへ移行*1フィードアンドブリード

シナリオへ移行

主蒸気逃がし弁
による熱放出
（手動・現場）

余熱除去ポンプに

よるブースティング

高圧注入による
再循環炉心冷却

格納容器スプレイによる

再循環格納容器冷却3

冷却成功

余熱除去ポンプに

よるブースティング

高圧注入による
再循環炉心冷却

炉心損傷

成功

失敗

成功

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

主蒸気逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室）

失敗

成功

成功

失敗

成功

高圧注入による
原子炉への給水2

失敗

成功

冷却成功

炉心損傷

タービンバイパス弁
による熱放出

代替格納
容器冷却2

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

主蒸気逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室）
タービンバイパス弁
による熱放出

失敗

成功

失敗

成功

炉心損傷

失敗

*3 主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ
（低圧再循環不可）

主蒸気逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室）

タービンバイパス弁
による熱放出

失敗

失敗
炉心損傷

炉心損傷

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却2

代替再循環による
炉心冷却

冷却成功

炉心損傷
失敗

成功

失敗

成功

成功

成功

低圧注入による
原子炉への給水

炉心損傷

失敗

成功 蓄圧注入による
ほう酸水の給水1

炉心損傷失敗
失敗

成功

失敗

成功

タービンバイパス弁
による熱放出

失敗

成功

炉心損傷

蓄圧注入による

ほう酸水の給水1へ移行

冷却成功

失敗

成功

炉心損傷

*2 主蒸気逃がし弁による熱放出シナリオ

（蓄圧注入要、代替再循環不可）

主蒸気逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室）

失敗

成功

成功

炉心損傷

格納容器スプレイに
よる格納容器除熱

炉心損傷

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却1

代替格納
容器冷却1

冷却成功（ウ）

炉心損傷

代替格納容器
冷却1へ移行

加圧器逃がし弁
による熱放出

（手動・中央制御室）

冷却成功（イ）

高圧注入による
原子炉への給水1

余熱除去ポンプに
よるブースティング

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

炉心損傷

成功

失敗

余熱除去ポンプに
よるブースティング

失敗

成功

失敗

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功
高圧注入による
再循環炉心冷却

高圧注入による
再循環炉心冷却

１次系の冷却・減圧(２次系使用)／炉心の継続的な除熱

１次系の冷却・減圧

(２次系使用)

原子炉補機冷却水系
の短時間の回復

または
代替補機冷却
（含む回復）

原子炉補機冷却水系の回復 原子炉への給水 炉心の継続的な除熱

１次系の冷却・減圧(２次系使用) 原子炉への給水 炉心の継続的な除熱

１次系の冷却・減圧

(２次系使用)

原子炉補機

冷却水系の回復
原子炉への給水

１次系の冷却・減圧

(１次系使用)
炉心の継続的な除熱

低圧注入による

再循環炉心冷却4
冷却成功

低圧注入による
再循環炉心冷却4へ移行

低圧注入による

再循環炉心冷却3

成功※

冷却成功

低圧注入による
再循環炉心冷却3へ移行

低圧注入による

再循環炉心冷却2
失敗※

低圧注入による
再循環炉心冷却2へ移行

成功※

低圧注入による
再循環炉心冷却1

炉心冷却②

(２次系強制冷却による低圧注入)

炉心冷却⑪

(タービンバイパス系の活用)

炉心冷却⑪

(タービンバイパス系の活用)

炉心冷却⑪
(タービンバイパス系の活用)

炉心冷却⑪

(タービンバイパス系の活用)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)
炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)

炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

炉心冷却③

(２次系強制冷却による低圧再循環)

炉心冷却⑫

(代替再循環)

炉心冷却⑩

(フィードアンドブリード)

サポート③

(補機冷却水系回復)

炉心冷却⑭およびサポート⑤(代替補機冷却)

サポート③(補機冷却水系回復)

炉心冷却⑭およびサポート⑤(代替補機冷却)
サポート③(補機冷却水系回復)

炉心冷却③(２次系強制冷却による低圧再循環)

炉心冷却④(２次系強制冷却によるサンプ水冷却)

炉心冷却③
(２次系強制冷却による低圧再循環)

炉心冷却③

(２次系強制冷却による低圧再循環)

成功

失敗

※：各々「余熱除去ポンプによるブースティング」の

成功・失敗により、成功・失敗を判断している。

*1フィードアンドブリード
シナリオへ移行

蓄圧注入による
ほう酸水の給水2

*1 フィードアンドブリード
シナリオへ移行

成功

失敗

 

炉心損傷に係るイベントツリー 

（炉心損傷カテゴリ５：補機冷却水の喪失） 

注）ＡＭ策は、ＰＳＡの結果を踏まえ抽出していることから、ここでは

ＰＳＡに用いたイベントツリーのシナリオに沿って記述している。

このため、現実的な(決定論的な)事象進展を示している地震・津波

評価におけるイベントツリーとは異なる部分がある。

また、冷却成功に付した括弧の片仮名は、本文中の各シナリオと対

応している。

：防護措置に係る手段を表す。

：対応する防護措置の名称を示している。
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炉心損傷に係るイベントツリーと防護措置の関係  

 炉心損傷カテゴリ１ 
炉心損傷 

カテゴリ２ 

炉心損傷 

カテゴリ３ 
炉心損傷カテゴリ４ 

炉心損傷 

カテゴリ５ 

機能 目的 防護措置 
大破断 

ＬＯＣＡ 

中破断 

ＬＯＣＡ 

小破断 

ＬＯＣＡ 

余熱除去系 

隔離弁 

ＬＯＣＡ 

蒸気発生器 

伝熱管破損 
ＡＴＷＳ 主給水喪失 

２次冷却系 

の破断 
過渡事象 手動停止 

外部電源 

喪失 

補機冷却水

の喪失 

原子炉の 

停止機能 

制御棒挿入の代替 炉停止① 手動原子炉トリップ      ○       

炉停止② 緊急ほう酸注入      ○       

２次系による炉心

冷却の代替 

炉停止③ 緊急２次系冷却      ○       

炉停止④ 緊急２次系冷却の多様化      ○       

炉心冷却 

機能 

ＥＣＣＳ注入の代

替 

炉心冷却① 代替注入 ＥＣＣＳが自動起動しない場合および高圧注入系の代替として充てん系が使用できる場合の防護措置として有効である。 

炉心冷却② ２次系強制冷却による低圧

注入 
 ○ ○        ○ ○ 

炉心冷却⑪ タービンバイパス系の活用  ○ ○         ○ 

ＥＣＣＳ再循環の

代替 

炉心冷却③ ２次系強制冷却による低圧

再循環 
 ○ ○        ○ ○ 

炉心冷却⑤ 水源補給による注入継続 ○            

炉心冷却⑪ タービンバイパス系の活用  ○ ○         ○ 

炉心冷却⑫ 代替再循環 ○ ○ ○        ○ ○ 

炉心冷却⑭ 代替補機冷却            ○ 

格納容器スプレイ

の代替 

炉心冷却④ ２次系強制冷却によるサン

プ水冷却 
 ○ ○        ○ ○ 

炉心冷却⑥ 代替格納容器気相冷却  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

炉心冷却⑪ タービンバイパス系の活用  ○ ○         ○ 

炉心冷却⑬ 格納容器内自然対流冷却  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１次冷却材漏えい

箇所の隔離の代替 

炉心冷却⑦ １次系注水・減圧    ○ ○        

炉心冷却⑮ クールダウン＆リサーキュ

レーション 
   ○ ○        

２次系による炉心

冷却の代替 

炉心冷却⑧ 代替給水       ○  ○ ○   

炉心冷却⑨ ２次系水源補給 補助給水系を長期にわたって使用する場合の防護措置として有効である。 

炉心冷却⑩ フィードアンドブリード   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

炉心冷却⑪ タービンバイパス系の活用  ○ ○         ○ 

緊急対策② 緊急時の最終的な除熱機能

の確保 
          ◎  

安全機能

のサポー

ト機能 

非常用電源の代替 サポート① 電源復旧           ○  

サポート② 直流電源確保 全交流電源喪失時において直流電源を長期にわたって使用する場合の防護措置として有効である。 

サポート⑥ 号機間電源融通           ○  

緊急対策① 緊急時の電源確保(移動発電

機車による給電) 
          ◎  

原子炉補機冷却水 

の代替 

サポート③ 補機冷却水系回復            ○ 

サポート⑤ 代替補機冷却            ○ 

制御用空気の代替 サポート④ 代替制御用空気供給 空気作動弁の作動等、制御用空気が要求される場合の防護措置として有効である。 

※表中、起因事象ごとに有効な防護措置を○で示した。そのうち、緊急安全対策として整備したものを◎で示した。 

※網掛けは、緊急安全対策またはシビアアクシデントの対応に関する措置として、東日本大震災後新たに整備したもの。 
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格納容器内での事象進展に係る物理現象 

原子炉格納容器 

蒸
気
発
生
器 

原
子
炉
容
器 

原子炉キャビティ 

アニュラス部 
1 次冷却材ポンプ 

外部遮へい 

ホットレグクリープ破損 
 

炉心部で加熱されたガスの流れにより高温とな

ったホットレグに荷重が加わり、クリープ変形

を起こし、破損する。 

格納容器直接接触 
 

１次系が高圧状態で原子炉容器が破損し、噴

出・分散放出された高温の溶融物が格納容器に

直接接触する。 

格納容器雰囲気直接加熱 
 

１次系が高圧状態で原子炉容器が破損し、高温

の溶融物が噴出・分散放出されると、溶融物の

微細化により雰囲気ガスへの熱移動および化学

反応が促進され、格納容器内雰囲気が溶融物か

ら直接加熱される。 

可燃性ガスの高濃度での燃焼 
 

燃料被覆管のジルコニウムと水蒸気との反応お

よびコア－コンクリート反応等で発生した水素

が高濃度となり、何らかの着火源の存在により

着火、燃焼する。 

過温 
 

格納容器内に水が十分に存在しない状態で崩壊

熱により格納容器内雰囲気が加熱され、格納容

器内の温度が異常に上昇して過熱状態となり、

貫通部などが破損する。 

ベースマット溶融貫通 
 

原子炉キャビティに水がない状態で高温の溶融

炉心が落下し、床面のコンクリートが熱分解さ

れて溶融・侵食が起こり、ベースマットの貫通

に至る。 

準静的過圧 
 

格納容器内での水蒸気および非凝縮性ガスの蓄

積、格納容器内の温度上昇等により格納容器内

の圧力が上昇し、耐圧限界を超える。 

誘因蒸気発生器伝熱管破損 
 

炉心部で加熱されたガスの流れにより高温とな

った蒸気発生器伝熱管に荷重が加わり、クリー

プ変形を起こし、破損する。 

水蒸気爆発（炉内・炉外） 
 

高温の溶融物が原子炉容器下部（炉内）および

原子炉キャビティ（炉外）に落下し、落下先に

ある水と接触することで激しい水蒸気生成が起

こり、圧力スパイクが発生する。 
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大破断LOCA等

炉心損傷時

起因事象：

・大破断ＬＯＣＡ

・ＡＴＷＳ（原子炉出力レベル高および（タービントリップ失敗または補助給水失敗））

炉心冷却失敗
格納容器
隔離

炉心損傷

格納容器
機能喪失

炉内水蒸気
爆発による
格納容器破損

格納容器
機能喪失

可燃性ガスの
高濃度での
燃焼による
格納容器破損

格納容器
機能喪失

原子炉への
給水回復

原子炉容器
破損発生失敗

成功

高圧注入／低圧注入／
格納容器スプレイによる
RWST水の持ち込み

消火水スプレイによる
格納容器内注水

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却

格納容器スプレイ
の回復

格納容器スプレイ
の遅い回復

格納容器
機能喪失

格納容器
機能喪失

格納容器健全（エ）格納容器健全（イ）

格納容器健全（ウ）

格納容器健全（ア）

格納容器
機能喪失

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却へ

移行

代替格納容器冷却
へ移行

前提条件

(1)ＲＷＳＴ水の持ち込みまたは格納容器内注水に成功の場合、ベースマット溶融貫通には至らないとする。

(2)ＲＷＳＴ水の持ち込みおよび格納容器内注水に失敗の場合、ベースマット溶融貫通で格納容器機能喪失とする。

(3)原子炉への給水回復に成功の場合、原子炉容器破損には至らないとする。

炉外水蒸気爆発による
格納容器破損

格納容器
機能喪失

炉外水蒸気爆発による
格納容器破損

格納容器
機能喪失

失敗

成功

発生

無し

発生

無し

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

無し

発生

成功

失敗

成功

失敗

無し

発生

シナリオⅰ)

シナリオⅱ)

代替格納容器
冷却

格納容器内
液相部への蓄熱

閉じ込め②

(格納容器手動隔離)

閉じ込め④

(格納容器内注水)

閉じ込め①(代替格納容器気相冷却)

閉じ込め③(格納容器内自然対流冷却)

閉じ込め④

(格納容器内注水)

 

 

 

 

 

 

 

格納容器機能喪失に係るイベントツリー 

（格納容器機能喪失カテゴリ１：大破断 LOCA等） 

注）格納容器健全に付した括弧内の片仮名は、本文中の各シナリオと対応

している。

：防護措置に係る手段を表す。

：対応する防護措置の名称を示している。
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中破断LOCA 炉心冷却

格納容器
隔離

炉心損傷

格納容器
機能喪失

炉内水蒸気
爆発による
格納容器破損

格納容器
機能喪失

可燃性ガスの
高濃度での
燃焼による
格納容器破損

格納容器
機能喪失

原子炉への
給水回復

原子炉容器
破損発生失敗

成功

高圧注入／低圧注入／
格納容器スプレイによる
RWST水の持ち込み

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却

格納容器スプレイ
の回復

格納容器スプレイ
の遅い回復

格納容器
機能喪失

格納容器
機能喪失

格納容器健全（エ）格納容器健全（イ）

格納容器健全（ウ）

格納容器健全（ア）

格納容器
機能喪失

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却へ

移行

代替格納容器冷却
へ移行

前提条件

(1)ＲＷＳＴ水の持ち込みまたは格納容器内注水に成功の場合、ベースマット溶融貫通には至らないとする。

(2)ＲＷＳＴ水の持ち込みおよび格納容器内注水に失敗の場合、ベースマット溶融貫通で格納容器機能喪失とする。

(3)原子炉への給水回復に成功の場合、原子炉容器破損には至らないとする。

炉外水蒸気爆発による
格納容器破損

格納容器
機能喪失

炉外水蒸気爆発による
格納容器破損

格納容器
機能喪失

失敗

成功

失敗

成功

発生

無し

発生

無し

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

無し

発生

成功

失敗

成功

失敗

無し

発生

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却

2次系強制冷却による
サンプ水冷却

炉心損傷

代替格納容器
冷却

格納容器健全（カ）

格納容器健全（オ）

格納容器健全（キ）

格納容器
機能喪失

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

炉心損傷時

起因事象：

・中破断ＬＯＣＡ

格納容器先行破損シナリオ

消火水スプレイによる
格納容器内注水

代替格納容器
冷却

格納容器内
液相部への蓄熱

シナリオⅰ)

シナリオⅱ)

炉心冷却④(２次系強制冷却によるサンプ水冷却)

炉心冷却⑪(タービンバイパス系の活用)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)

炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

閉じ込め②

(格納容器手動隔離)

閉じ込め④

(格納容器内注水)

閉じ込め①(代替格納容器気相冷却)

閉じ込め③(格納容器内自然対流冷却)

閉じ込め④

(格納容器内注水)

 

 

 

 

 

 

格納容器機能喪失に係るイベントツリー 

（格納容器機能喪失カテゴリ２：中破断 LOCA） 

注）格納容器健全に付した括弧内の片仮名は、本文中の各シナリオと対応

している。

：防護措置に係る手段を表す。

：対応する防護措置の名称を示している。
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炉心損傷時

起因事象：

・小破断ＬＯＣＡ

・余熱除去系隔離弁ＬＯＣＡ（フィードアンドブリード成功）

・蒸気発生器伝熱管破損（フィードアンドブリード成功）

・ＡＴＷＳ（フィードアンドブリード成功）

・主給水喪失（フィードアンドブリード成功）

・２次冷却系の破断（フィードアンドブリード成功）

・過渡事象（フィードアンドブリード成功）

・手動停止（フィードアンドブリード成功）

・外部電源喪失（ＬＯＣＡ有りまたはフィードアンドブリード成功）

・補機冷却水の喪失（ＬＯＣＡ有りまたはフィードアンドブリード成功）

前提条件

(1)ＲＷＳＴ水の持ち込みまたは格納容器内注水に成功の場合、ベースマット溶融貫通には至らないとする。

(2)ＲＷＳＴ水の持ち込みおよび格納容器内注水に失敗の場合、ベースマット溶融貫通で格納容器機能喪失とする。

(3)原子炉への給水回復に成功の場合、原子炉容器破損には至らないとする。

(4)１次系強制減圧に成功の場合、デブリ分散は生じないとする。

1次系強制
減圧

格納容器雰囲気
直接加熱による
格納容器破損

格納容器への

直接接触による

格納容器破損

高圧注入／低圧注入／
格納容器スプレイによる

RWST水の持ち込みへ移行

小破断LOCA等 炉心冷却

成功 格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却

炉心損傷

代替格納容器
冷却

格納容器健全（カ）

格納容器健全（オ）

格納容器健全（キ）

格納容器
機能喪失

失敗

成功

失敗

成功

失敗

格納容器
隔離

炉心損傷

格納容器
機能喪失

可燃性ガスの
高濃度での
燃焼による
格納容器破損

失敗

成功

格納容器
機能喪失

炉内水蒸気
爆発による
格納容器破損

原子炉への
給水回復

格納容器
機能喪失

原子炉への
給水回復

原子炉容器
破損発生

格納容器
機能喪失

格納容器
機能喪失

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却へ

移行

原子炉容器
破損発生失敗

成功

高圧注入／低圧注入／
格納容器スプレイによる
RWST水の持ち込み

消火水スプレイによる
格納容器内注水

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却

格納容器スプレイ
の回復

格納容器スプレイ
の遅い回復

格納容器
機能喪失

格納容器
機能喪失

格納容器健全（エ）格納容器健全（イ）

格納容器健全（ウ）

格納容器健全（ア）

格納容器
機能喪失

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却へ

移行

代替格納容器冷却
へ移行

炉外水蒸気爆発による
格納容器破損

格納容器
機能喪失

炉外水蒸気爆発による
格納容器破損

格納容器
機能喪失

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

無し

発生

成功

失敗

成功

失敗

無し

発生

発生

無し

発生

無し

発生

無し

発生

無し

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

代替格納容器
冷却

2次系強制冷却による
サンプ水冷却

格納容器内
液相部への蓄熱

格納容器先行破損シナリオ

シナリオⅰ)

シナリオⅱ)

シナリオⅲ)-1

炉心冷却④(２次系強制冷却によるサンプ水冷却)

炉心冷却⑪(タービンバイパス系の活用)

炉心冷却⑥(代替格納容器気相冷却)

炉心冷却⑬(格納容器内自然対流冷却)

閉じ込め②

(格納容器手動隔離)

閉じ込め⑤

(１次系強制減圧)

閉じ込め④

(格納容器内注水)

閉じ込め①(代替格納容器気相冷却)

閉じ込め③(格納容器内自然対流冷却)

閉じ込め④

(格納容器内注水)

 

 

格納容器機能喪失に係るイベントツリー 

（格納容器機能喪失カテゴリ３：小破断 LOCA等） 

注）格納容器健全に付した括弧内の片仮名は、本文中の各シナリオと対応

している。

：防護措置に係る手段を表す。

：対応する防護措置の名称を示している。
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主給水喪失等

炉心損傷時

起因事象：

・余熱除去系隔離弁ＬＯＣＡ（隔離弁閉止成功およびフィードアンドブリード失敗）

・ＡＴＷＳ（（手動トリップ失敗および緊急ほう酸注入失敗）またはフィードアンドブリード失敗）

・主給水喪失（フィードアンドブリード失敗）

・２次冷却系の破断（フィードアンドブリード失敗）

・過渡事象（フィードアンドブリード失敗）

・手動停止（フィードアンドブリード失敗）

・外部電源喪失（ＬＯＣＡ無しおよびフィードアンドブリード失敗）

・補機冷却水の喪失（ＬＯＣＡ無しおよびフィードアンドブリード失敗）

炉心冷却失敗

炉心損傷

誘因蒸気発生器
伝熱管破損

ホットレグ
クリープ破損

前提条件

(1)ＲＷＳＴ水の持ち込みまたは格納容器内注水に成功の場合、ベースマット溶融貫通には至らないとする。

(2)ＲＷＳＴ水の持ち込みおよび格納容器内注水に失敗の場合、ベースマット溶融貫通で格納容器機能喪失とする。

(3)原子炉への給水回復に成功の場合、原子炉容器破損には至らないとする。

(4)１次系強制減圧に成功の場合、デブリ分散は生じないとする。

(5)１次系強制減圧に失敗の場合、原子炉への給水回復は失敗とする。

可燃性ガスの
高濃度での
燃焼による
格納容器破損 格納容器

機能喪失
格納容器
機能喪失

炉内水蒸気
爆発による
格納容器破損

格納容器
機能喪失

原子炉への
給水回復

原子炉容器
破損発生失敗

成功

高圧注入／低圧注入／
格納容器スプレイによる
RWST水の持ち込み

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却

格納容器スプレイ
の回復

格納容器スプレイ
の遅い回復

格納容器
機能喪失

格納容器
機能喪失

格納容器健全（エ）格納容器健全（イ）

格納容器健全（ウ）

格納容器健全（ア）

格納容器
機能喪失

格納容器スプレイによる
再循環格納容器冷却へ

移行

代替格納容器冷却
へ移行

炉外水蒸気爆発による
格納容器破損

格納容器
機能喪失

炉外水蒸気爆発による
格納容器破損

格納容器
機能喪失

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

成功

失敗

無し

発生

成功

失敗

成功

無し

発生

格納容器
機能喪失

原子炉容器
破損発生

原子炉容器
破損発生

格納容器雰囲気
直接加熱による
格納容器破損

格納容器への
直接接触による
格納容器破損

高圧注入／低圧注入／
格納容器スプレイによる

RWST水の持ち込みへ移行

格納容器
機能喪失

格納容器
機能喪失

発生

無し

発生

無し

高圧注入／低圧注入／
格納容器スプレイによる

RWST水の持ち込みへ移行

失敗

発生

無し

発生

無し

失敗

成功

失敗

成功

無し

発生

発生

無し

シナリオⅲ)-2

シナリオⅰ)

シナリオⅱ)

格納容器
隔離

1次系強制
減圧

消火水スプレイによる
格納容器内注水

代替格納容器
冷却

格納容器内
液相部への蓄熱

閉じ込め②

(格納容器手動隔離)

閉じ込め⑤

(１次系強制減圧)

閉じ込め④

(格納容器内注水)

閉じ込め①(代替格納容器気相冷却)

閉じ込め③(格納容器内自然対流冷却)

閉じ込め④

(格納容器内注水)

 

 

格納容器機能喪失に係るイベントツリー 

（格納容器機能喪失カテゴリ４：主給水喪失等） 

注）格納容器健全に付した括弧内の片仮名は、本文中の各シナリオと対応

している。

：防護措置に係る手段を表す。

：対応する防護措置の名称を示している。
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格納容器機能喪失に係るイベントツリーと防護措置の関係 

機能 目的 防護措置 

格納容器機能喪失 

カテゴリ１： 

格納容器機能喪失 

カテゴリ２： 

格納容器機能喪失 

カテゴリ３： 

格納容器機能喪失 

カテゴリ４： 

格納容器機能喪失 

カテゴリ５： 

大破断ＬＯＣＡ等 中破断ＬＯＣＡ 小破断ＬＯＣＡ等 主給水喪失等 
蒸気発生器 

伝熱管破損等 

炉心冷却機能 

格納容器スプレイの代替 

炉心冷却④ ２次系強制冷却によるサンプ水冷却  ○ ○   

炉心冷却⑥ 代替格納容器気相冷却  ○ ○  ○ 

炉心冷却⑪ タービンバイパス系の活用  ○ ○   

炉心冷却⑬ 格納容器内自然対流冷却  ○ ○  ○ 

１次冷却材漏えい箇所の隔

離の代替 

炉心冷却⑦ １次系注水・減圧     ○ 

炉心冷却⑮ クールダウン＆リサーキュレーション     ○ 

２次系による炉心冷却の代

替 
炉心冷却⑩ フィードアンドブリード     ○ 

放射性物質の閉じ込め 

機能 

格納容器スプレイの代替 

閉じ込め① 代替格納容器気相冷却 ○ ○ ○ ○  

閉じ込め③ 格納容器内自然対流冷却 ○ ○ ○ ○  

閉じ込め④ 格納容器内注水 ○ ○ ○ ○  

２次系による炉心冷却の代

替、１次冷却材漏えい箇所の

隔離の代替 

閉じ込め⑤ １次系強制減圧   ○ ○  

格納容器隔離の代替 閉じ込め② 格納容器手動隔離 ○ ○ ○ ○  

水素爆発防止 ＳＡ措置④ 水素爆発防止対策（アニュラスの排気） 格納容器外に水素が漏えいした場合の防護措置として有効である。 

安全機能のサポート 

機能 

非常用電源の代替 

サポート① 電源復旧 

各安全機能のサポート機能が喪失している場合の防護措置として有効である。 

サポート② 直流電源確保 

サポート⑥ 号機間電源融通 

緊急対策①  緊急時の電源確保（移動発電機車による給電） 

補機冷却水の代替 
サポート③ 補機冷却水系回復 

サポート⑤ 代替補機冷却 

制御用空気の代替 サポート④ 代替制御用空気供給 

※表中、格納容器機能喪失カテゴリごとに有効な防護措置を○で示した。 

※格納容器機能喪失カテゴリ５は、「炉心損傷に係るイベントツリーと防護措置の関係」における「余熱除去系隔離弁ＬＯＣＡ」及び「蒸気発生器伝熱管破損」に同じ。 

※網掛けは、緊急安全対策またはシビアアクシデントの対応に関する措置として、東日本大震災後新たに整備したもの。 
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シビアアクシデント・マネジメント実施組織

中央制御室の運転員

中央制御室

原子力災害対策本部

支援組織

本部長

委員

副本部長

情報収集・関係箇所への連絡事務局

運転状況の把握運転班

事故状況の把握、事故拡大

防止対策の検討
技術班

土木建築設備等の状況把握、

復旧
土木建築工作班

放射線・放射能の状況把握、

影響範囲の推定
放管班

電気設備等の状況把握、復旧電気工作班

機械設備等の状況把握、復旧機械工作班

地元関係官庁対応及び情報収集地域対応班

負傷者の救護、緊急医療措置労務班

指示、指導、助言報告、連絡、相談

広報班 広報活動等

総務班 食料、衣服、宿泊等の手配

運転班の一部が該当する。

施設防護班 発電所構内の警備、入構規制

 

 

シビアアクシデント・マネジメント実施組織の概要 
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（緊急安全対策） 

津波によってＡＣ電源を供給するすべての設備の機能、海水を使用して原

子炉施設を冷却するすべての設備の機能およびＳＦＰを冷却するすべての

設備の機能が喪失した場合における原子炉施設の保全のための活動につい

て定めている。 

（シビアアクシデント対応） 

シビアアクシデント発生時における中央制御室の作業環境確保、発電所構

内通信手段の確保および水素爆発防止対策の確保に係る手順について定め

ている。 

＊１ 緊急安全対策およびシビアアクシデントへの対応に関する措置において新たに整備した手順書 

 

シビアアクシデント・マネジメント関連手順書類の構成概要 

泊発電所運転要領 

緊急処置編 

（設計基準を超える事象） 

泊発電所運転要領 

緊急処置編 

（設計基準を超える事象（炉心損傷後）） 

炉心損傷 

炉心損傷後に、炉心損傷の影響を緩

和するための操作手順を記載 

設計想定外の事象が発生した場

合に、炉心損傷を防止するため

の操作手順を記載 

設計基準事象 

泊発電所運転要領 

緊急処置編 

（原子炉関係）等 

設計基準事象の想定シナリ

オに基づく操作手順を記載 

手順書移行 

炉心損傷後のＡＭ策を、プラン

ト状態に応じて総合的に判断

するための、情報の整理と判断

方法を記載したガイドライン 

ＡＭ策を実施する上で必要

な、技術的な情報／根拠をま

とめたもの 

泊発電所津波による 

電源機能等喪失時対応要領 

シビアアクシデント発生時

における各種手順書類 

アクシデントマネジメントガイドライン 

 

 

 

ガイドライン 知識データベース 参考情報 




