
甲
６
第

Ｆ
・
厩
弓
芸
一
臓

直

４；

原子力施設等の防災対策につし て､

昭和55年6月

(平成元年3月一部改訂）

(平成4年6月一部改訂）

(平成10年11月一部改訂）

(平成11年9月一部改訂）

(平成12年5月一部改訂）

(平成13年3月一部改訂）

(平成13年6月一部改訂）

(平成14年4月一部改訂）

(平成14年10月一部改訂）

(平成15年7月一部改訂）

〈
云原子力安全委員



目次

第1章序………………･……………………・…………………･…1

第，章防災対策一般…………………･…･……………………………2

2－－1原子力防災対策の特殊性等……．．……………･…………………2

放射性物質又は放射線の放出形態、被ばくの形熊及び被ばく低減化措置.．…2，－，

，－3原子力施設における防災対策及び異常事態の扣握……………………･4

1－4周辺住民等への情報提供………………………………………･･6

防災業務関係者等の教育及び訓練…………………･……･……･…7’－5

1－－6諸設備の轄備………．．………………・…･…………･…･……8

防災関係資料の鑿備………………･………･……･……………91－7

1－－8オフサイトセンターの整備・……………………………･………10

1－－9核燃料物質等の輸咲時の防災対策…･……･……･………………･･11

第3章防災対策を重点的に充実すべき弛域の範囲・………･…………………12

3－1弛域の範囲の考え方……………………・……………………･12

3－，飾域の範囲の選序…………………………・…………………12

3－3具体的な挑域防災計画の策岸等に当たっての留意点．………．．……･…14

第4章緊急時環境放射線モニタリング………･……………………･……･15

4－1目的等……・……・……・…・………………………………･15

4－－2段階………………………………さ…･…….｡……………15

4－3緊急時モニタリング体制………………･………………………16

4－4準備事項・…………･……・………・………………………･･16

4－－5モニタリング弛点の決定…………・………・…………･………･17

第1段階のモニタリング…･……………………………………174－6

第2段階のモニタリング……･………………･…………･･……194－7

第5章災害応急対策の実施のための指針………………………………･…20

5－1異常事態発生の際の涌報某準及び緊急事熊判断某準…………･………20

防護対策…………….．………･…･……･………･…………225－，

防護対策のための指標…………………………………………245－3

第6章緊急被ばく医療・……･……………･…………………………･･29

6－1緊急被ばく医療の某本的考え方………………………･…………29

原子力緊急事熊の発生時における緊急被ばく医療……………………296－ ’

6－3緊急被ばく医療体制………………･…………･………………30

6－4緊急被ばく医療における国、地方公共団体、原子力事業者等の責務・…･…34

6－5緊急被ばく医療活動のための要件…………………･…………･…35

6－6原子力災害時におけるメンタルヘルス対策…．｡……………………･37



付属資料‘･……………………･……･…･……･……..……･……･…39

1涌報津絡様式…・………･…………………………．．……・……･41

2核燃料物質等の輸咲に係る仮絹的な事故評価について……．．……………･58

3EPZについての技術的側面からの検討・………………………･……･60

4原子力施設等の異常時の涌報某準、緊急事態の判断の芸準について…………84

5防護対策指標について………･……………．．……………………101

6周i刀住民等に対する安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策について…･……･105

7防災業務関係者の安岸ヨウ素剤予防服用について………………………108

8防災業務関係者の放射線防護に係る指標について……･…･……………･109

9SPEEDIネットワークシステムを用いた予測線量の算定について………110

10屋内浪僻等の有効性について……………・……･…･……………･111

11空間放射線量率分布及び濃度分布の特徴…･………………………･･114

飲食物摂取制限に関する指標について…･……･……………………11911

13緊急被ばく医療体制の概要………………………………………121

14各医療体制における設備、資機材等…………･……………………122

15メンタ ルヘルス対策について……………………………………･123

16本指針の改訂の経渦．.………………………………･…………125



第1章序

昭和54年3月に発生した米国スリーマイルアイランド(TMI)原子力発電所の事故

を契機に、原子力安全委員会は、原子力災害特有の事象に着目し原子力発電所等の周辺に
おける防災活動をより円滑に実施できるよう技術的、専門的事項について検討した結果を
とりまとめ、昭和55年6月に、「原子力発電所等周辺の防災対策について」（以下「防災

指針」という｡）を決定した。その後、必要に応じて、改訂を行ってきたところである。
平成11年9月30日にウラン加工施設において、我が国で初めて周辺住民の避難等

が必要となるような臨界事故が発生した。この事故対応の反省を踏まえて、初期対応の
迅速化、国及び地方公共団体の連携強化、国の対応機能の強化や原子力事業者の責務の
明確化等を柱とする原子力災害対策特別措置法が制定され、関係機関において、新しい
仕組みによる原子力防災対策の充実強化に向け、各種計画等の策定、改訂作業が進めら
れることとなった。

このため、原子力防災対策の技術的、専門的事項を扱う防災指針についても、臨界事

故対応での教司||や原子力災害対策特別措置法との整合性等を踏まえ、以下の点に留意し
て、平成12年5月に改訂した。

．新しい原子力災害対策特別措置法の仕組みに対応できること

・従来の原子力発電所、再処理施設等に加え、対象施設として研究炉、核燃料関連施設
にも対応できること

・従来の希ガス及びヨウ素対策に加え、核燃料物質の放出や臨界事故にも対応できること
さらに、原子力災害対策特別措置法の制定により、防災の対象施設が原子力施設一般

に広がり、また、原子力事業者の責務が明確化されたことから、本指針の表題を「原子

力施設等の防災対策について」に変更するとともに、防災対策の内容をより実効性のあ
るものとなるよう、必要な修正を行った。

平成13年3月には、国際放射線防護委員会(ICRP)1990年勧告の取入れに

伴い核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の関係法令の改正がなさ
れることに合わせ、用語とともに、内部被ばくに係る線量係数(Sv/Bq)の変更に伴う改
訂等を行った。

平成13年6月には、臨界事故による被ばく患者に対する緊急被ばく医療の経験を踏
まえ、緊急被ばく医療をより実効性のあるものとし、国、地方公共団体、原子力事業者
等の医療に携わる者の責務等を明確化するために改訂を行った。

平成14年4月には、原爆被災者に対する長期追跡調査から得られた科学的知見及び
チェルノブイリ原子力発電所事故の調査結果等を踏まえ、安定ヨウ素剤予防服用に係る

防護対策について改訂を行った。

平成14年11月には、JCO事故における経験、地震災害等の自然災害における経
験等を踏まえ、原子力災害時におけるメンタルヘルス（心の健康）に関する対策（以下
「メンタルヘルス対策」という｡）について改訂を行った｡

今回は、ブロック数等に関する緊急被ばく医療体制における地域ブロック化について
改訂を行った。

なお、今後も、防災対策の内容が、実効性の高いものになるよう検討を継続し、新た

な知見等を積極的に取り入れることにより、必要に応じて、本指針の見直しを行ってい
くこととする。
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第2章防災対策一般

2－1原子力防災対策の特殊性等

原子力施設における事故により、放射性物質又は放射線の異常な放出あるいはそのお

それがある場合、防災活動の内容としては、施設における異常事態の検知及び関係機関

への情報の連絡に始まり、緊急時環境放射線モニタリング（以下「緊急時モニタリン

グ」という。定義は第4章に記載）の開始、災害対策本部の設置、住民への情報伝達を

含む連絡体制の確立、関係諸機関の所定の行動、災害の低減化のための住民の行動に関

する指示等が挙げられる。これらの防災活動を含む原子力防災対策には、一般防災対策

活動に共通あるいは類似のものに加えて原子力に特有なものがある。原子力に特有なも
のとして以下のことが考えられる。

①放射性物質又は放射線の存在は、放射線測定器を用いることにより、健康への影響
が考えられない微量でも検知できる。しかし、その存在を、五感で直接感じることが

できず、被ばくの程度を自ら判断できないこと。

②一般的な災害と異なり、自らの判断で対処するためには、放射線等に関する基本的
な知識を必要とすること。

③原子力災害は原子力事業者の活動によって発生するため、原子力事業者がその予防
対策、応急対策について、大きな責務を有すること。

④原子力防災には、原子力に関する専門的知識を有する機関の役割や指示、助言等が
重要であること。

一方、通報連絡、住民の退避措置、飲食物の摂取制限等の防災対策の実施について

は、一般防災対策との共通性あるいは類似性があるので、専門知識に基づく適切な指示
があれば、これを活用した対応が可能である。

したがって万一、放射性物質又は放射線の異常な放出あるいはそのおそれのある場

合には、前述の特殊性、類似性等を勘案して、適切な対策を講じることにより、周辺住
民等の心理的な動揺あるいは混乱を防止し、異常事態による影響をできる限り低くする
ことが重要である。

このため、災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法等に基づいて原子力防災計画

の作成、防災資機材の整備、防災訓練の実施等により、緊急時の活動が円滑かつ有効に
行われるよう普段から準備する必要がある。

2－2放射性物質又は放射線の放出形態、被ばくの形態及び被ばく低減化措置

原子力防災計画の立案あるいは充実を図るに当たって基本となる、原子力施設からの

放射性物質又は放射線の放出形態、被ばくの形態及び被ばく低減化措置の考え方は以下
のとおりである。
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(1) 放射性物質又は放射線の放出形態

原子力施設からの放射性物質又は放射線の放出の形態は、施設の特性や事故の形態

により異なるものであり、対象とするそれぞれの施設等に応じた原子力防災計画の立

案が必要である。

①原子炉施設等で想定される放出形態

原子炉施設等においては、多重の物理的防護壁により施設からの直接の放射線は

ほとんど遮へいされ、また、固体状、液体状の放射性物質が広範囲に漏えいする可

能性も低い。したがって、周辺環境に異常に放出され広域に影響を与える可能性の

高い放射性物質としては、気体状のクリプトン、キセノン等の希ガス及び揮発性の

放射性物質であるヨウ素を主に考慮すべきである。また、これらに付随して放射性

物質がエアロゾル（気体中に浮遊する微粒子）として放出される可能性もあるが、

その場合にも、上記の放射性物質に対する対策を充実しておけば、所要の対応がで

きるものと考えられる。

これらの放出された放射性物質は、プルーム（気体状あるいは粒子状の物質を含

んだ空気の一団）となって風下方向に移動するが、移動距離が長くなるにしたがっ

て、拡散により濃度は低くなる。

②核燃料施設で想定される放出形態

（ｲ）火災、爆発等による核燃料物質の放出

核燃料施設においては、火災、爆発、漏えい等によって施設からウラン又はプ

ルトニウム等がエアロゾルとして放出されることが考えられる。これらの放射性

物質は上記①と同様にプルームとなって放出、拡散されるが、爆発等により、フ

ィルタを通さずに放出され、量的には多いとみられる粗い粒子状のものは、気体

状の物質に比べ早く沈降すると考えられる。また、フィルタを通して放出される

場合には、気体状の物質とほぼ同様に振る舞うと考えられる。

(ﾛ）臨界事故

臨界事故が発生した場合、核分裂反応によって生じた核分裂生成物の放出に加

え、反応によって中性子線及びガンマ線が発生し、周囲に放出される。この場

合、施設の遮へいが十分な箇所で発生した場合は放射線の影響は無視できるが、

遮へいが十分でない場合は、施設から直接放出される中性子線及びガンマ線に対

する防護が重要となる。

施設から直接放出される放射線は、施設内外の遮へい条件にもよるが、施設か

らの距離のほぼ2乗に反比例して減衰するため、その影響は近距離に限定され

る。

核分裂反応によって生じた核分裂生成物の放出は、希ガス及びヨウ素を考慮す

ればよいが、その潜在的な総量は原子炉施設に比べ極めて少ない。

なお、原子力施設から液体状の放射性物質の流出があったとしても、多数の障

壁や大きな希釈効果によって、周辺環境に重大な影響を及ぼすような流出の可能

性はほとんど考えられない。
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(2)被ばくの形態

施設から放出される放射性物質及び放射線による被ばくの形態は、大きく「外部被

ばく」と「内部被ばく」に分けられる。

(3)

①外部被ばく

外部被ばくとは、体外から放射線を受ける場合の被ばくであり、主に原子力施設

から直接放出される中性子線及びガンマ線並びに放射性プルームからのガンマ線に

よって生じる。

②内部被ばく

内部被ばくとは、吸入、経口摂取等によって体内に取り込んだ放射性物質が生体

の各所に沈着し、体内組織（甲状腺、肺、骨、胃腸等）が放射線を受ける場合の被

ばくであり、主に電離効果の高いアルファ線及びベータ線によって生じる。

被ばくの低減化措置

放射性プルームによる被ばくは、その放射性物質の濃度、放射線のエネルギー及び

放射性プルームによる影響の継続時間に比例する。このため、放射性プルームによる

被ばくを低減化する措置としては、気密性の高い場所への移動、放射線の遮へい効果

の高い場所への退避及び放出源からの風下軸から遠ざかることが有効である。この

際、その地域のその時期における卓越した風向き等を考慮し、風下軸からある幅を持

った範囲の住民に対して措置を講じることが重要となる。

風下方向の大気中の放射性物質の濃度は、放出量、放出源の高さ、放出源からの距

離、風速及び大気安定度（大気拡散の程度を示すもの）の関数として表される。

なお、地勢による影響については、風洞実験によって確かめることができる。また、

緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDIネットワークシステ

ム:SystemforPredictionofEnvironmentalEmergencyDoseInformation)により、

事故時の実気象情報による地形の影響を含めた拡散等の予測計算を迅速に行うことが

可能である。

臨界事故により原子力施設から直接放出される中性子線及びガンマ線については、

距離による減衰や建家等の遮へい効果があり、原子力事業所から遠ざかることや遮へ

い効果の高い場所への退避により被ばくを大きく低減できる。なお、この場合、退避

に当たっては風向きを考慮する必要はない。

飲食物の経口摂取等による内部被ばくに対しては、周辺住民等が汚染された飲食物

を摂取するまでには通常時間的余裕があるため、その間に飲食物中の放射性物質の濃

度を定量することによって、摂取制限等の対策を講じることができる。

2－3原子力施設における防災対策及び異常事態の把握

原子力施設に対しては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以

下「原子炉等規制法」という。）、原子力災害対策特別措置法等に基づき、種々の安

全・防災対策が講じられる。
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しかしながら、これらの安全・防災対策にもかかわらず、施設周辺に、放射性物質又

は放射線の異常な放出が発生した場合、原子力事業者は、原子力災害の発生やその拡大
の防止活動について、責任を持って実行しなければならない。このため、原子力事業者
は、この施設内の対策及び施設外への協力体制も含めた原子力災害予防対策、緊急事態
応急対策及び事後対策についての防災業務計画を策定し、従業員に対する教育と訓練を
実施して、緊急時に適切に対処できるよう準備しておくことが必要である。特に、防災
対策の適切な実施のために、異常事態に関する情報を、関係機関に迅速かつ正確に通報
することは、原子力事業者の極めて重大な責務である。これに加えて、ある原子力施設
において事故が生じた場合、日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構及びその他の

原子力事業者は、その専門家・要員及び保有する原子力防災資機材等を動員して、防災
対策に積極的に協力をすることが重要である。さらに、これらの者以外の原子力関係者
等の自主的な協力を得ることも有効である｡また､普段から緊急時に備え､原子力事業
者、国、都道府県、市町村等の関係機関との間で、緊急事態応急対策拠点施設（以下
「オフサイトセンター」という。2－8に記載。）において定期的に連絡会を開催する

ことなどにより、緊密な連絡調整を図っておく必要がある。

(1)防災対策上の異常事態の態様とその対応

原子力施設において、その施設周辺に、放射性物質又は放射線の異常な放出が瞬時
に生ずることは、原子力施設におけるこれらに対しての閉じ込め機能等の安全対策が
あるため、ごく一部の事象を除いてほとんど考えられず、事前になんらかの先行的事

象の発生やその検知があると考えられる。このような先行的事象は、原子力施設内の
放射線モニタ等の設備により把握できるので、原子力事業者の適切な対応等によって、
施設内の異常事態が、必ずしも直ちに周辺住民等に影響を与えるような事態に至る可

能性は低いが、万一そのような事態になったとしても、これに至るまでにある程度の
時間的経過があるものと考えられる。この時間的余裕を有効に利用して、万一の場合
への種々 の対策の準備ができるよう平常時から体制を整えておく必要がある。

一方、核燃料施設の臨界事故に伴う中性子線及びガンマ線あるいは火災、爆発等に

伴うウラン、プルトニウム等の施設周辺への放出は、先行的事象から放出までの時間
的な余裕が少ない場合も考えられるが、これらの事象の影響を及ぼす範囲は比較的狭

い範囲に限定されると考えられるため、その範囲内で、具体的な対応策を準備してお
けば、適切な対応が可能であると考えられる。

(2)異常事態の把握の手段

原子力施設において、放射性物質又は放射線の異常な放出や施設内の異常事態が発
生した場合には、その異常事態の拡大の防止及び災害応急対策の準備という面から、

状況把握が重要となる。このため、原子力施設の特性を踏まえつつ、施設内の異常事
態や施設外の放射線量を適切に把握するための測定器等を配置するとともに、監視体

制を整備しておく必要がある。また、原子力事業者から異常事態の報告が迅速かつ正
確に、国、地方公共団体等関係機関に行われなければならない。この際、必要となる
内容は、第一に施設からの放射性物質の放出状況（量、組成、継続時間等）と敷地境
界等における空間放射線量であり、第二に主要な地点における予測線量と事態の今後
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の見通しであり、これとあわせて、これらの裏付けのための施設の状況に関する情報
と考えられる。

このような情報が緊急時に迅速かつ正確に伝えられるためには、あらかじめ通報連

絡様式を定め、原子力施設においては様式の中の情報が迅速に得られるような措置を
講じておく必要がある。通報連絡様式の例を付属資料1に示す。

2－4周辺住民等への情報提供

(1)平常時における周辺住民等への情報提供

原子力災害の特殊性に鑑み、原子力施設の周辺住民等に対して緊急時に混乱と動揺

を起こすことなく、国、都道府県及び市町村の災害対策本部の指示にしたがって秩序

ある行動をとれるように、普段から原子力防災に関して、周辺住民等、特に防災対策

を重点的に充実すべき地域の範囲の周辺住民等への情報提供を行う必要がある。その
内容としては例えば次のものが挙げられる。

(ｲ）放射性物質及び放射線の特性

それぞれの原子力施設において取り扱う放射性物質及び放射線に関する基礎知識
(ﾛ）原子力事業所の概要

原子力施設の安全性の仕組みの概要、平常時及び緊急時の環境放射線の監視の仕
組みの概要

(ﾊ）原子力災害とその特殊性

放射性物質又は放射線による被ばくの形態、放射線の影響及び被ばくを避ける方
法

(二）原子力災害発生時における防災対策の内容

緊急時の通報連絡体制、住民の避難経路及び場所並びに防災活動の手順

特に(二)において、周辺住民等は災害対策本部の指示に従った行動をとることが必要

であることを周知徹底することが重要である。

これらの情報提供に当たっては、周辺住民等が理解しやすい内容として行わなけれ

ばならないが、その際、パンフレット、ビデオ、スライド、インターネット等の多様

な手段により周知を図ることが有効である。さらに、学校、職場等の場を活用し、集

団の責任者及び構成員に対して、実態に則した情報提供を図ることが有効であると考
えられる。

(2)緊急時における情報提供

緊急時には、周辺住民等に正確な情報提供を迅速にわかりやすい内容で行うことが

重要であり、特に、屋内退避や避難の指示など重要なものについては確実に伝達でき

る体制や機器を用意しておくことが必要である。この際、高齢者、障害者、外国人、

乳幼児その他のいわゆる災害弱者及び一時滞在者に十分な配慮をした対応が必要であ
る。

また、現地においては様々な情報が錯綜することが予想されるため、オフサイトセ

ンターで情報の集約や整理を行い、周辺住民、報道関係者等に的確に情報を提供する
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ことが必要であり、このためにも、対外的に情報の一元的窓口となる広報・報道担当

者を明確にしておくことが重要である。

2－5防災業務関係者等の教育及び訓練

（1）教育

緊急時における災害応急対策が円滑かつ有効に行われるためには、国、地方公共団

体の担当部局の職員はもとより警察機関、消防機関、自衛隊等の防災業務関係者が冷

静沈着に判断、指示及び行動をすることが重要である。特に、周辺住民等の心理的な

動揺あるいは混乱をおさえるためには、防災業務関係者が原子力防災対策に習熟する

ことが最も重要となることから、国、都道府県、市町村等において､種々の災害応急

対策を実施する防災業務関係者に、原子力防災対策に関する教育を行うことが必要と

なる。

教育の内容及び程度は、防災業務関係者の有している原子力に関する知識と防災体

制における役割によって異なるが、原子力に関する基礎的な知識のほかに、原子力防

災に関する内容として次のものが必要であると考えられる。

（ｲ）原子力防災体制及び組織に関する知識

（ﾛ）安全・防災対策を含む原子力施設に関する知識

（ﾊ）放射線防護に関する知識（防災資機材の使い方、放射線の健康への影響等）

（二）放射性物質及び放射線の測定方法に関する知識

（ﾎ）防災対策上の諸設備に関する知識

（ﾍ）被ばくに対する応急手当の知識

これらの教育については、日本原子力研究所及び放射線医学総合研究所等が実施し

ている原子力防災に係る研修コースを充実して、活用することも重要である。

(2)訓練

緊急時において種々の災害応急対策を円滑かつ有効に行うためには、前述の周辺住

民等への情報提供及び防災業務関係者に対する教育訓練とともに、模擬的に防災シス

テムを動かすことによって実効性の向上を図ることが重要である。そのため、定期的

に防災訓練を行い、その結果を第三者も含めて評価検討し、防災体制のさらなる改善

を図っていくことが必要である。

訓練の実施に当たっては、原子力防災対策の特殊性及び一般防災対策との共通点に

着目する必要がある。原子力防災対策においては、原子力防災対策に関する教育を受

けた防災業務関係者が、専門家等の指導・助言を受けて適切に周辺住民等に対して指

示等を行い、これを受けて周辺住民等が秩序ある行動をとれば、一般防災対策と変わ

りなく実効性のある措置を講じることができる。したがって、防災業務関係者の教育

や地域防災体制の整備状況とあわせて、通報、緊急時モニタリング、緊急被ばく医療

等の防災活動の各要素毎に熟練度を高めていく訓練と、周辺住民等の参加も含め、国、

地方公共団体、原子力事業者等の関係機関の連携を確認するための総合的な防災訓練

を適切に組み合わせ、防災体制の充実強化を図っていくことが重要である。

防災訓練としては、その訓練ごとの目的を明確にしつつ、以下のような訓練につい

て、実施することが必要と考えられる。この際には、様々な緊急事態の想定を行った
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り、訓練対象区域や重点的訓練ポイントを変化させるなど実効性のある訓練としてい

くことが重要である。

(ｲ）緊急時通報連絡訓練

(ﾛ）緊急時モニタリング訓練

(ﾊ）（ｲ)、（ﾛ)及び周辺住民等に対する情報伝達等を組み合わせた訓練

(二）国の支援体制を含めた各地域ごとの総合訓練

(ﾎ）国による原子力災害対策本部の立ち上げ等を含めた総合合同訓練

2－6諸設備の整備

原子力防災対策を円滑に実施するためには、あらかじめ緊急通報連絡網、防災業務関

係者が必要とする防災資機材等、緊急時モニタリングに関する設備及び機器並びに緊急

被ばく医療設備等の整備が必要である。

(1)’周辺住民等に対する緊急時の情報伝達網

緊急時において、周辺住民等の行動に関する指示が迅速かつ正確に伝達されるよう

な体制及び設備が必要である。特に原子力防災対策においては、周辺住民等の混乱と

動揺を避けることが重要であって、そのためにも正確な情報の迅速な伝達が重要であ

る。

体制としては、地域防災計画あるいは実施細目等において、情報伝達に関する責任

者及び実施者をあらかじめ定め、同様にして定めたある区域あるいは集落の責任者や

周辺住民等に迅速かつ正確な情報が伝達されるよう配慮されることが必要である。

情報の伝達に必要な設備としては、通常の電話のほかに、防災無線網、有線放送、

広報車等が挙げられる。また、テレビ及びラジオ等のニュースメディアに対し積極的

に情報伝達に関する協力を求めることも重要である。さらに、周辺海域の船舶への情

報伝達に関しては、漁業無線、船舶通信の活用が考えられるが、同様に海上保安庁の

船舶等による情報の伝達も考慮すべきである。

周辺住民等に対する情報としては、下記の項目について最新の情報を単純かつ理解

しやすい表現とすることに加え、心理的不安感を除去するために定期的に繰り返し伝

達することが必要である。

(ｲ）異常事態が生じた施設名及び発生時刻

(ﾛ）異常事態の状況と今後の予測

(ﾊ）各区域あるいは集落別の住民のとるべき行動についての指示

また、これらの情報伝達に関して、高齢者、障害者、外国人、乳幼児その他のいわ

ゆる災害弱者及び一時滞在者に対する十分な配慮が重要である。

(2)防災業務関係機関相互の情報連絡設備

緊急時においては、原子力事業者、国、

障が生じることが考えられる。このため、

専用回線の設置など多様な手段を用意し、

行えるようにしておくことが必要である。
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また、原子力事業者、国、地方公共団体等の関係機関相互の情報連絡は、技術的あ

るいは専門的な事項が多く、口頭による連絡では正確性に欠ける場合があることや図

面、地図及び表を用いての情報伝達が必須と予想されることから、ファクシミリの整

備が必要である。さらに、より効果的な情報伝達のために、テレビ会議システム等の

技術の進歩に応じた情報機器も導入していく必要がある。

(3)防災業務関係者が必要とする防災資機材等

緊急時において、緊急時モニタリング及び周辺住民の避難誘導等に従事する防災業

務関係者が必要とする資機材については、個人の被ばく線量を正しく把握するための

個人用線量計（ポケット線量計、アラームメータ等）、被ばくを低減するための防護
マスク及び安定ヨウ素剤等が必要である。

また、屋外活動を円滑かつ有効なものとするため携帯電話をはじめとする無線機器

及び輸送手段の確保が必要である。

(4)緊急時モニタリングに関する設備及び機器

緊急時において周辺環境の放射性物質又は放射線の放出に関する情報を得るために

は、緊急時モニタリングに関する体制、設備及び機器の整備が必要である。詳細につ

いては、第4章で述べるが、緊急時モニタリングの円滑な実施のためには、体制及び

実施計画の整備のほか、モニタリングポスト等の各種計測機器、連絡手段としての携

帯電話等の整備が必要である。

(5)緊急時予測支援システムの整備・維持

気象情報と放出源情報を入力することによって、迅速に放射能の影響が予測できる

SPEEDIネットワークシステム、原子力事業者から送られる施設の運転情報等を

もとに、施設の状態予測等を行う緊急時対策支援システム(ERSS:Emergency

ResponseSupportSystem)等の整備を進めることが重要である。また、あらかじめ、

国、地方公共団体、原子力事業者等の間で十分に協議し、平常時から各種システムの

ネットワーク化や、緊急時の際の協力体制を整えておくことが必要である｡

(6)緊急被ばく医療設備、資機材等

緊急被ばく医療設備、資機材等については、第6章に詳細に述べるが、整備すべき
ものとして、一般的な救急医療に関する適切な施設及び設備の確保のほかに、汚染の

程度や被ばく線量を測定するための放射線測定器、除染、被ばく管理及び汚染拡大を

防止するための設備、資機材等が必要である。

2－7防災関係資料の整備

緊急時における災害応急対策の円滑かつ有効な実施のため、防災業務関係機関はそれ

ぞれの業務に関する防災計画あるいは実施細目等を有していなければならない。また、

国、地方公共団体、原子力事業者等の関係機関においては、あらかじめ定められたそれ
ぞれの場所に原子力防災対策上必要とされる資料を常備しておくこととともに、これら

の機関が共有すべき資料は、オフサイトセンターにも常備しておくことが重要である。

－9－



へ

さらに資料は、常に最新のものに更新しておくことが重要であり、そのための仕組みを

構築しておく必要がある。これら必要である資料の概略について以下に述べる。

①組織及び体制に関する資料

（ｲ）原子力事業者を含む防災業務関係機関の緊急時対応組織に関する資料

（人員、配置、指揮命令系統、関係者名リストを含む。）

（ﾛ）緊急時通報連絡体制に関する資料

②社会環境に関する資料

（ｲ）種々の縮尺の周辺の地図

（ﾛ）周辺地域の人口、世帯数等に関する資料（原子力事業所からの方位、距離別、季

節的な人口変動に関する資料を含む。）

（ﾊ）周辺の道路、鉄道、ヘリポート、空港等輸送交通手段に関する資料（道路の幅員、

路面状況及び交通状況、時刻表、滑走路の長さ等の情報を含む。）

（二）避難場所及び屋内退避に適するコンクリート建家に関する資料（位置、収容能力

等のデータを含む。）

（ﾎ）周辺地域の特殊施設（幼稚園、学校、診療所、病院、刑務所等）に関する資料

（原子力事業所からの方位、距離についての情報を含む。）

（へ）緊急時医療施設に関する資料（位置、対応能力、収容能力等の情報を含む。）

③放射性物質又は放射線による影響推定に関する資料

（ｲ）原子力施設関係資料

（ﾛ）周辺地域の気象資料（施設及び周辺測点における風向、風速及び大気安定度の季

節別及び日変化の情報）

（ﾊ）線量推定計算に関する資料

（二）平常時モニタリング資料

（ﾎ）緊急時モニタリング資料

（へ）飲食物に関する資料（飲料水、農畜水産物に関する情報）

2－8オフサイトセンターの整備

オフサイトセンターは、原子力緊急事態が発生した場合に、現地において、国の原子

力災害現地対策本部や都道府県及び市町村の災害対策本部などが、原子力災害合同対策

協議会を組織し情報を共有しながら、連携のとれた応急対策を講じていくための拠点と

なるものであり、その機能は極めて重要である。本施設については、原子力災害対策特

別措置法において、国が地方公共団体、原子力事業者の意見を聴いて、あらかじめ指定

することになるが、関係者が参集しやすい場所にあること、情報通信機器が整備されて

いること、一定以上の広さを有していること等が重要である。

オフサイトセンターにおいては、施設の状況の把握、モニタリング情報の把握、医療

関係情報の把握、住民避難・屋内退避状況の把握等の機能別に分けたグループにそれぞ

れ職員を配置することにより、継続的に必要な情報を集約、共有し、国の現地本部長が

主導的に、それぞれが行う緊急事態応急対策について必要な調整を行うことにより、オ
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フサイトセンターが連携のとれた対策の拠点として機能することが重要である。また、

周辺住民や報道関係者等に、整理された情報を適切に提供していくことも重要な機能で
ある。

さらに、オフサイトセンターは、緊急事態の際に迅速に使用できるよう、平常時から、

原子力防災専門官による活用、防災資料の管理、通信機器等のメンテナンスなどを行う
とともに、当該施設を活用した防災関係者の連絡会や防災訓練での利用を図っていくこ

とが重要である。

2－9核燃料物質等の輸送時の防災対策

核燃料輸送物は収納される放射能量等により、L型輸送物、A型輸送物、B型輸送物
等に区分されており、また、臨界安全性の確保が必要な輸送物は核分裂性輸送物として
区分されている。このうち、収納される放射能量が多いB型輸送物及び臨界安全性の確
保が必要な核分裂性輸送物については、国際原子力機関(IAEA)輸送規則に基づき、
過酷な事故を想定した落下試験(9m、非降伏面落下）、耐火試験(800℃、30分）、浸
漬試験（深さ15m、8時間など）等の特別の試験条件が課されているため、輸送中に
事故が発生したとしても、これらの輸送物の健全性は基本的には確保されると考えられ
る。

万一、放射性物質の漏えい又は遮へい性能が劣化するような事故が発生した場合には、
原子力事業者及び原子力事業者から運搬を委託された者により、原子炉等規制法に基づ
き、必要に応じて、救出、消火活動、立入制限区域の設定、汚染、漏えい拡大防止対策、
遮へい対策等の緊急時の措置が行われるとともに、国により、放射性物質輸送事故対策
会議の設置、国の職員及び専門家の現地への派遣等が行われる。

これらの事故対策が迅速かつ的確に行われる．ことにより、核燃料物質等の輸送時の事

故が、原子力緊急事態に至る可能性は極めて低いと考えられるが、万一原子力緊急事態
に至ることを想定したとしても、事故の際に対応すべき範囲が極めて狭い範囲に限定さ
れること、輸送が行われる都度に経路が特定され、原子力施設のように事故発生場所が
あらかじめ特定されないこと等の輸送の特殊性を鑑みれば、原子力事業者と国が主体的
に防災対策を行うことが実効的であると考えられる。

なお、核燃料物質等の輸送に係る仮想的な事故評価について付属資料2に示す。
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第3章防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲

3－1地域の範囲の考え方

原子力施設において、放射性物質又は放射線の異常な放出が発生した場合、緊急に講

ずべき応急対策は、周辺住民等の被ばくを低減するための防護措置である。

原子力施設からの放射性物質又は放射線の異常な放出による周辺環境への影響の大き

さ、影響を与えるまでの時間は、異常事態の態様、施設の特性、気象条件、周辺の地形、

住民の居住状況等により異なり、発生した具体的事態に応じて臨機応変に対処する必要

がある。その際、限られた時間を有効に活用し、周辺住民等の被ばくを低減するための

防護措置を短期間に効率良く行うためには、あらかじめ異常事態の発生を仮定し、施設

の特性等を踏まえて、その影響の及ぶ可能性のある範囲を技術的見地から十分な余裕を

持たせつつ「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」（以下「EPZ:Emergency
PlanningZone」という。）を定めておき、そこに重点を置いて原子力防災に特有な対策

を講じておくことが重要である。この範囲で実施しておくべき対策としては、例えば、

周辺住民等への迅速な情報連絡手段の確保、緊急時環境放射線モニタリング体制の整備、

原子力防災に特有の資機材等の整備、屋内退避・避難等の方法の周知、避難経路及び場
所の明示等が挙げられる。

原子力施設からの放射性物質又は放射線の影響は、放出源からの距離が増大するにつ

れ著しく減少することから、EPZをさらに拡大したとしても、それによって得られる

効果は僅かなものとなる。また、EPZ内においても、施設からの距離に応じて、施設

に近い区域に重点を置いて対策を講じておくことが重要である。

なお、放射性物質によって汚染された飲食物の摂取による内部被ばくの影響について

は、飲食物の流通形態によってはかなりの広範囲に及ぶ可能性も考えられるが、飲食物

の摂取制限等の措置は、原子力施設からの放射線や放射性プルームによる被ばくへの対

応措置とは異なって、かなりの時間的余裕を持って講ずることができるものと考えられ
る。

3－2地域の範囲の選定

EPZのめやすは、原子力施設において十分な安全対策がなされているにもかかわら

ず、あえて技術的に起こり得ないような事態までを仮定し、十分な余裕を持って原子力

施設からの距離を定めたものである。具体的には、施設の安全審査において現実には起

こり得ないとされる仮想事故等の際の放出量を相当程度上回る放射性物質の量が放出さ

れても、この範囲の外側では屋内退避や避難等の防護措置は必要がないこと等を確認し、

また過去の重大な事故、例えば我が国の㈱ジェー・シー・オー（以下「JCO」とい

う。）東海事業所臨界事故や米国のTMI原子力発電所事故との関係も検討を行った。

この結果、EPZのめやすとして、表1に示す各原子力事業所の種類に応じた距離を用
いることを提案する。

EPZのめやすについての技術的側面からの検討内容を、付属資料3に示す。

なお、このめやすは、原子力施設の特性を踏まえて類型化し、余裕を持って設定した

ものであるが、特徴ある施設条件等を有するものについては、必要に応じ、当委員会に

おいて個別に評価し、提案することとする。
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表1各原子力施設の種類ごとのEPZのめやす

※1：特殊な施設条件等を有する施設及びそのEPZのめやすの闘誰

日本原子力研究所JRR-4約1000m

日本原子力研究所HTTR 約200m

日本源子力研究所FCA 約150m

東芝NCA 約100m

※2：臨界量は、水反射体付き均_UO2F2又はPu(NO3)4水溶液の最小推定臨界下限値から導出

された量を用いる。

ウラン（濃縮度5％以上)7009-235U

ウラン（濃縮度5％未満)12009_235U

プルトニウム 4509-239pu
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茄殻の鱗
EPZのめやす

距離（半径）

の

原子力発電所、研究開発段階にある原子炉施設及び50Wより

大きい試験研究の用に供する原子炉施設
約8～10km

核燃料再処理施設 約5km

試験研究の用

供する原子炉

(50W以下）

に
職

熱出力≦1W

1Wく〃≦100剛

100Wく〃≦10W

10W＜〃≦50Ⅷ

特殊な施設条件等を有する施設

約50m

約100m

約500m

約1500m

個別に決定(※1）

加工施設及び臨

界量以上の核燃

料物質を使用す

る使用施設

核燃料物質（質量管理、形状管理、幾何学

的安全配置等による厳格な臨界防止策が講

じられている状態で、静的に貯蔵されてい

るものを除く。）を臨界量（※2）以上使

用する施設であって、以下のいずれかの状

況に該当するもの

･不定形状（溶液状、粉末状、気体状） 、

不定性状（物理的・化学的工程）で取り

扱う施設

･濃縮度5％以上のウランを取り扱う施設

･プルトニウムを取り扱う施設

それ以外の施設

約500m

約50m

廃棄施設 約50m



3－3具体的な地域防災計画の策定等に当たっての留意点

地域防災計画（原子力災害対策編）を作成する範囲については、対象とする各原子力

施設ごとにEPZのめやすを基準として、行政区画、地勢等地域に固有の自然的、社会

的周辺状況等を勘案し、ある程度の増減を考慮しながら、具体的な地域を定める必要が
ある。

なお、これまで原子力発電所等が設置されている都道府県及び市町村において、地域

防災計画（原子力災害対策編）が作成されている範囲は、変更する必要はないと考えら

れる。また、事故の形態によっては、EPZの外側であってもなんらかの対応が求めら

れる場合も全くないとはいえないものの、その場合にもEPZ内における防災対策を充

実しておくことによって、十分に対応できるものと考えられる。

EPZのめやすは、十分に安全対策が講じられている原子力施設を対象に、あえて技

術的に起こり得ないような事態までを仮定して、さらに、十分な余裕を持って示してい

るものであり、万一の緊急時の対応においても、その事態の影響の規模に応じEPZ内

の一部の範囲において、あらかじめ準備された対策を重点的に講じることになると考え

られる。したがって、平常時において安全であることはもちろん、日常生活になんら支

障を及ぼすものではない。この点について原子力関係者が、周辺住民等の正しい理解が
得られるよう適切な情報提供等に努めることが重要である。

また、原子力災害対策特別措置法において、原子力事業者は防災業務計画を都道府県、

立地市町村と協議し、都道府県は、関係周辺市町村の意見を聴くこととされているが、

この場合、EPZ内の市町村の意見を聴くことがまず基本となると考えられる。

なお、施設のEPZが原子力事業所の敷地に包含される場合、事業所外の対応として

は、発生した事故の情報連絡、住民広報等の体制と周辺環境への影響の確認という観点

も含めた、ある程度のモニタリング体制を講じておけば十分であると考えられる。
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第4章緊急時環境放射線モニタリング

4－1目的等

原子力施設において、放射性物質又は放射線の異常な放出あるいはそのおそれがある
場合に、周辺環境の放射性物質又は放射線に関する情報を得るために特別に計画された
環境モニタリングを「緊急時モニタリング」といい、原子力緊急事態の発生時に、迅速
に行う第1段階のモニタリングと周辺環境に対する全般的影響を評価する第2段階のモ
ニタリングからなる。具体的な目的は以下のとおりであるが、①②③は、第1段階のモ

ニタリングに、④⑤⑥は、第2段階のモニタリングに区別される。

①原子力施設周辺の空間放射線量率及び周辺に放出された大気中の放射性物質（ヨウ
素、ウラン又はプルトニウム）の濃度の把握

②放射性物質の放出により影響を受けた環境試料中の放射性物質（ヨウ素、ウラン又
はプルトニウム）の濃度の把握

③周辺環境における予測線量の迅速な推定

④①について、対象とする核種を増やすなど、詳細な大気中の放射性物質の濃度の把
握

⑤②について、対象とする核種を増やすなど、詳細な環境試料中の放射性物質の濃度
の把握

⑥周辺住民等が実際に被ばくしたと考えられる線量の評価

原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力事業者から通報があった段階では、平常
時のモニタリングを強化するとともに、原子力事業者から施設内の状況に関する情報を

入手し、事態の推移に応じて、緊急時モニタリングの準備を開始する必要がある。さら
に、原子力緊急事態の発生を示す事象が発生した場合、緊急時モニタリングを開始する
必要がある。

以下に、緊急時モニタリングに関する一般的な事項を述べる。

なお、詳細は「緊急時環境放射線モニタリング指針」（昭和59年原子力安全委員会

決定）によるものとする。
ー

4 －2段階

①第1段階のモニタリング

第1段階のモニタリングは、原子力緊急事態の発生直後から速やかに開始されるべ
きものであり、この結果は、放出源の情報、気象情報及びSPEEDIネットワーク
システム等から得られる情報とともに、予測線量の推定に用いられ、これに基づいて

防護対策に関する判断がなされることとなる。したがってこの段階においては、何よ
りも迅速性が必要であり、第2段階で行われる測定ほどの精度は要求されない。

第1段階のモニタリングの主要な対象となる放射性物質又は放射線は、原子力施設
又は事故の形態に応じて、大気中における放射性の希ガス、ヨウ素、エアロゾル状態

のウラン、プルトニウム、中性子線及びガンマ線である。
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②第2段階のモニタリング

第2段階のモニタリングは、第1段階のモニタリングで要求される迅速性より正確
さが必要となり、第1段階のモニタリングよりさらに広い地域につき、放射性物質又
は放射線の周辺環境に対する全般的影響を評価し、確認するために行われる。

第2段階のモニタリングにおいては、積算線量並びに環境中に放出された人体への
被ばく評価に必要となる放射性物質が対象となる。

なお、このモニタリングの結果は、各種防護対策の解除に用いられるとともに、風
評対策にも資するものである。

4－3緊急時モニタリング体制

事故が発生した原子力事業所の周辺において、緊急時モニタリングを行うために、現

地災害対策本部の下に、モニタリングセンター及び複数のモニタリングチームを組織す

ることとなる。また、センター長、チームの役割等をあらかじめ定めておく必要がある。

モニタリングセンター及びモニタリングチームの備えるべき主な機能は以下のとおりで
ある。

(1)モニタリングセンター

①モニタリングセンター長を置き、そのもとで緊急時モニタリングの計画、立案を行

うとともに緊急時モニタリング作業の指揮及び総括を行う。

②緊急時モニタリングチームの編成、機材の分配等を行う。

③情報を収集し、環境放射能及び周辺住民等の放射線被ばくの推定、評価を行い、そ

の結果を現地災害対策本部に迅速かつ的確に報告する。

(2)モニタリングチーム

①空間放射線量率の測定、大気中の放射性物質の濃度の測定、環境試料の採取、測定
等の緊急時モニタリング作業を実施する。

②緊急時モニタリングにより得られたデータをモニタリングセンターに迅速かつ的確
に報告する。

4－4準備事項

（1）緊急時にも対応できるよう、平常時のモニタリング体制を整備するとともに、携帯
可能な測定器等を準備しておくことが必要である。

(2)緊急時モニタリングについての情報連絡が迅速かつ的確に行われるために、次の地

点等の位置をあらかじめ符号を付し定めておく。

①空間放射線量率及び放射性ヨウ素等主要な大気中放射性物質のモニタリング地点
②環境試料のサンプリング地点

③積算線量の測定地点

④測定経路
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(3)必要に応じ、SPEEDIネットワークシステムを平常時から適切に整備、維持及

び管理し、緊急時に備える。

(4)環境試料の分析又は精密測定を行う施設をあらかじめ定めておく。

(5)人員、測定機器等の運搬手段及び各モニタリングチーム等との通信連絡手段を確立

しておく。

(6)飲料水の供給システム（水源、水道の系統、井戸等）を明らかにしておく。

4－5モニタリング地点の決定

緊急時モニタリングを行うべき地域又は地点を迅速に選定するための予測作業の内容

は、以下のとおりである。

(1)予測作業の内容

①最大空間放射線量率とその出現地点

②大気中の放射性ヨウ素、ウラン又はプルトニウム最大濃度とその出現地点

③大気中の放射性ヨウ素、ウラン又はプルトニウム濃度及び空間放射線量率の地域分

布

④線量の分布とその時間的変化

なお、事故等の形態に応じ放出された放射性物質を限定できる場合は、ヨウ素、ウラ

ン又はプルトニウムのうち対象となる放射性物質について、予測作業を行うこととなる。

(2)予測に必要な（又は参考とすべき）情報

①放出源情報とその時間的変化

②気象情報と予測される変化

③モニタリングポスト等の情報

④SPEEDIネットワークシステムの情報

4－6第1段階のモニタリング

第1段階のモニタリングにおける測定項目、測定又は試料採取の地点並びに測定方法

は、以下のとおりである。

(1)測定項目

①空間放射線量率

②大気中の放射性ヨウ素、ウラン又はプルトニウム濃度

③環境試料（飲料水、葉菜、原乳等）中の放射性ヨウ素、ウラン又はプルトニウム濃

度
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(2)測定・採取の地点

①大気中の放射性ヨウ素、ウラン又はプルトニウム最大濃度及び最大空間放射線量率

の出現予測地点数点

②予測される大気中の放射性ヨウ素、ウラン又はプルトニウムの最大濃度地点を中心

として約60．セクター内数点

③風下方向の人口密集地帯（地点数はその大きさにより適宜決める。）

(3)測定方法

①空間放射線量率の測定

（ｲ）ガンマ線の測定

a)測定器・電離箱式サーベイメータ

･GM計数管式サーベイメータ

･Nalシンチレーション式サーベイメータ

b)測定範囲0.1"Sv/h～数mSv/h又は0.1"Gy/h～数mGy/h

c)測定間隔0.5h～1h

（注）緊急時の際には、ガンマ線については、1Gy/h=1Sv/hとする。

なお、常設のモニタリングポストに加えて予測される最大濃度地点以内の約60．

セクターで、可搬型ガンマ線測定器を設置して連続測定することも有効である。

（ﾛ）中性子線サーベイメータによる測定

中性子線が放出されている可能性がある場合には、中性子線サーベイメータを用

い、同心円上の複数地点で測定を行う。

②大気中の放射性ヨウ素濃度の測定

（ｲ）活性炭カートリッジ又は活性炭入りろ紙等を装備した可搬型集塵器により大気試

料の採取を行いNalシンチレーション式サーベイメータ又はGM計数管式サーベ

イメータにより測定する。

（ﾛ）さらに、必要に応じ、より正確な濃度を求めるために、上記試料のうち放射能濃

度の高い試料数種をガンマ線スペクトロメータで測定し、それによって得られた放

射性ヨウ素濃度の値をもとに、（ｲ)の方法による値を補正する。

③環境試料中の放射性ヨウ素濃度の測定

環境試料を採取しNalシンチレーション式サーベイメータにより簡易測定し、さ

らに、必要に応じ、より正確な濃度を求めるために、上記②(ﾛ)と同様の測定を行う。

④大気中のウラン又はプルトニウム濃度の測定

（ｲ）ろ紙等を装備した可搬型集塵器により大気試料の採取を行いZnSシンチレーシ

ョン式サーベイメータにより測定する。

なお、この方法は、もともと大気中に存在するラドン娘核種も、ろ紙に捕集され

るため、ウラン又はプルトニウムの濃度が低い場合は適さない。
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(ﾛ）より正確な濃度を求めるために、上記試料のうち放射能濃度の高い試料数種をア

ルファ線スペクトロメータにより測定する。さらに、必要に応じ、得られたウラン

又はプルトニウム濃度の値をもとに、（ｲ)の方法による値を補正する。

⑤環境試料中のウラン又はプルトニウム濃度の測定

環境試料を採取しZnSシンチレーション式サーベイメータによりアルファ線表面

汚染密度を測定し、さらに、正確な濃度を求めるために、上記試料のうち表面汚染密

度の高い試料について、アルファ線スペクトロメータを用いて放射能濃度を測定する。

4－7第2段階のモニタリング

第2段階のモニタリングにおける測定項目、測定又は試料採取の地点並びに測定方法

等は以下のとおりである。

(1)測定項目

①空間放射線量率

②大気中の放射性物質の濃度

③環境試料中の放射性物質の濃度

④積算線量

(2)測定・採取の地点

第1段階のモニタリングの結果を参考とし、必要と考えられる地域又は地点

(3)測定方法

平常時の環境モニタリングで使用されている測定方法を準用するほか、必要に応じ

て可搬型のガンマ線スペクトロメータを使用する。

環境試料中のウラン又はプルトニウム濃度の測定は、化学分離後、誘導結合プラズ

マ質量分析装置(ICP-MS)又はアルファ線スペクトロメータを使用する。

(4)経時変化の追跡

環境中へ放出された放射性物質の状況が、時間的にどのように変化しているかを追

跡するため、平常時のモニタリングの対象となっている環境試料のうち、経時変化の

追跡が必要と考えられる試料の採取及び測定を一定の時間間隔で行う。この場合の時

間間隔のめやすは、1日～1週間程度である。

(5)積算線量の測定

熱ルミネセンス線量計(TLD)等による測定結果及び連続モニタの情報を中心に

他の測定の結果を参考にして、周辺住民等が実際に被ばくした積算線量を推定する。
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第5章災害応急対策の実施のための指針

5－1異常事態発生の際の通報基準及び緊急事態判断基準

原子力災害対策特別措置法において、原子力施設の特性、防護活動との関係等を踏ま

え、すべての原子力施設に適用できるように原子力防災活動の準備や開始に関する基準

を設定している。

(1)関係者への通報基準及びそれに該当する事象への対応

①通報基準の内容

（ｲ）原子力事業所の境界付近において、空間放射線量率について1地点で10分以上5

"Sv/h以上又は2地点以上で同時に5"Sv/h以上（ガンマ線が1"Sv/h

以上の場合は、中性子線も測定し、それらの合計の線量が5"Sv/h以上。なお、

落雷によるものを除く。）

（ﾛ）排気筒等の通常放出部分で、拡散した後の放射能水準が、原子力事業所の境界付

近において5"Sv/h以上に相当するような放射性物質の放出等（累積放出量で

管理している場合には、一事象により50"Sv以上に相当するような放出）

（ﾊ）火災、爆発等が生じ、管理区域外の場所で、50"Sv/h以上の空間放射線量

率又は5"Sv/h以上に相当するような放射性物質の放出等

（二）原子力事業所外運搬中に事故が生じ、輸送容器から1m離れた地点で100"S

v/h以上の空間放射線量率又は放射性物質の漏えい等

（ﾎ）臨界事故の発生又はそのおそれがある状態

（ﾍ）原子力施設の特性を踏まえた個別の事象であって、軽水炉において制御棒の挿入

による原子炉の停止ができないこと等

この基準の詳細及び設定に当たっての技術的側面からの検討内容を付属資料4に示

す。

②通報基準に該当する事象が発生した場合の対応

（ｲ）原子力事業者の対応

原子力事業者は､国､都道府県知事及び市町村長等に迅速に通報するとともに、
周辺住民等への影響に関する情報の把握や原子力災害の発生又は拡大防止のために

必要な応急措置を実施し、さらに、事故の経過を的確にこれらの機関に連絡するこ

とが必要である。

（ﾛ）国の対応

国は、原子力防災専門官等を通じて原子力事業所における事故情報等を迅速に収

集するとともに、職員や日本原子力研究所等の専門家を現地に派遣することが必要

である。また、事故の進展状況に応じて、関係省庁間での事故対策連絡会議を開催

するなどにより関係者問での情報の共有化を図りつつ、対応策について検討を行う

など警戒態勢を整えていく必要がある。
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(ﾊ）地方公共団体の対応

都道府県及び市町村は、原子力防災専門官の協力も得つつ情報収集を行い、事故

の進展状況に応じて警戒態勢を整える必要がある。また、周辺への影響の把握とい

う観点から、平常時のモニタリングを強化するとともに、緊急時モニタリングの準

備を開始する。

なお、この段階は、あくまで原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な準備

の段階であり、関係機関においては、住民に無用な不安、混乱を与えることがないよ

う、適切に対応することが重要である。また、初期段階における現地対応として、原

子力防災専門官の役割は重要であり、．あらかじめ業務内容等について定めておく必要

がある。

(2)原子力緊急事態及び当該事態への対応

①原子力緊急事態の判断基準の内容

（ｲ）原子力事業所の境界付近において、空間放射線量率について1地点で10分以上

500"Sv/h以上又は2地点以上で同時に500"Sv/h以上（ガンマ線が5

"Sv/h以上の場合は、中性子線も測定し、それらの合計の線量が500"Sv/

h以上。なお、落雷によるものを除く。）

（ﾛ）排気筒等の通常放出部分で､拡散した後の放射能水準が、原子力事業所の境界付
近において500"Sv/h以上に相当するような放射性物質の放出等（累積放出

量で管理している場合には、一事象により5mSv以上に相当するような放出）

（ﾊ）火災、爆発等が生じ、管理区域外の場所で、5mSv/h以上の空間放射線量率

又は500"Sv/h以上に相当するような放射性物質の放出等

（二）原子力事業所外運搬中に事故が生じ、輸送容器から1m離れた地点で10mSv

/h以上の空間放射線量率又は放射性物質の漏えい等

（ﾎ）臨界事故の発生

（ﾍ）原子力施設の特性を踏まえた個別の事象であって、軽水炉においてホウ酸水を注

入する等の操作によっても原子炉の停止ができないこと等

この基準の詳細及び設定に当たっての技術的側面からの検討内容を付属資料4に示

す。

②原子力緊急事態への対応

（ｲ）原子力事業者の対応

原子力事業者は、原子力災害の発生又は拡大の防止のために緊急事態応急措置を

実施することが必要である。

（ﾛ）国及び地方公共団体の対応

国は、原子力緊急事態宣言を発出し、原子力災害対策本部を設置するとともに、

地方公共団体でも災害対策本部を設置し、応急対策を実施することとなる。

その際、オフサイトセンター内に、国の現地対策本部、都道府県及び市町村の対

策本部等からなる原子力災害合同対策協議会を組織して、情報を共有しつつ、連携
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して応急対策を実施し、周辺住民等への放射線の影響をできるだけ低減化するとと

もに、無用な不安、混乱を与えることがないよう、適切に対応することが重要であ

る。

③原子力緊急事態の判断基準等に関する留意事項

国が原子力災害対策本部を立ち上げる基準には、原子力事業所の境界付近における

異常な空間放射線量率と、施設内の異常な事象の双方があり、現実的には境界付近の

異常な空間放射線量率よりも施設内の異常な事象の発生が先に検知されることが想定

される。この観点からも、原子力事業者は、施設内の異常な事象を確実に検知し、迅

速に通報することが必要である。

また、すべての原子力施設に適用される通報基準、緊急事態の判断基準が明確化さ

れたことを踏まえ、国、地方公共団体等の関係機関が連携をとりつつ、整合性のある

対応をとっていくことが重要である。したがって、これら関係機関が、今後の原子力

防災計画の策定において、かかる基準の内容及び対応策を反映していくことが重要で

あると考えられる。

5－2防護対策

放射性物質又は放射線の異常な放出が発生した場合に、精神的負担や経済的負担も考

慮しつつ、周辺住民等の被ばくをできるだけ低減するために講ずる措置を防護対策とい
シ

フ。

防護対策には、屋内退避、コンクリート屋内退避、避難、安定ヨウ素剤予防服用、食

物摂取制限等が考えられるが、ここでは、主な防護対策についての基本的な考え方を示

す。防護対策の指標について参考とした資料を、付属資料5に示す。

①屋内退避について

屋内退避は、通常の行動に近いこと、その後の対応指示も含めて広報連絡が容易であ

る等の利点があると同時に、建家の有する遮へい効果及び気密性等を考慮すれば防護対

策上有効な方法である。特に予測線量が大きくない場合又は放射性物質の拡散時間が防

災業務関係者の動員、指示及び周辺住民等の移動の時間に比べて短い場合には、動揺、

混乱等をもたらすおそれの高い避難措置よりも優先して考えるべきものである。

②コンクリート屋内退避について

コンクリート屋内退避は、コンクリート建家の遮へい効果による外部全身被ばくの低

減及び建家の気密性による甲状腺被ばく等の低減が相当期待できることから、防護対策

として重要視されるべきである。コンクリート屋内退避が必要となった場合に混乱を起

こすことなく対応できるように、地域防災計画の作成に当たり、具体的対応策を検討し

ておく必要がある。
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③避難について

防護対策の中でも、避難については、特に慎重な配慮が必要である。詳細な実施計画
に従い実施したとしても、心理的な動揺、それによる混乱等のおそれが高いということ
が想定される。したがって、一般に多数の住民等の避難を考える場合には、対策の結果

生ずる影響について十分に検討する必要がある。避難による被ばくの低減化が有効であ
るのは、放射性物質の大量の放出までに十分な時間的余裕があり、長期間放出が予想さ

れ、しかも避難によらなければ相当な被ばくを避け得ない場合である。放射性物質の放

出が短時間で終ると予測される場合は、必ずしも避難が最善の方策とは考えられない。
また、原子力施設から直接放出される中性子線及びガンマ線の影響が大きい場合は、

放射線量が原子力施設からの距離のほぼ2乗に反比例して減少すること及びその影響を

受ける範囲が限定されていることから、避難による混乱を考慮しても、避難は検討され

るべき重要な手段である。

・防護対策にあって、避難は輸送手段、経路の確保等種々の要素を考慮した上で、周辺

住民等に適切かつ明確な指示を与えて実施すべきものである。この際、避難に当たって

は自力避難が困難な災害弱者に対する配慮も必要である。

④安定ヨウ素剤予防服用について

放射性ヨウ素は、人が吸入又は汚染された飲食物を摂取することにより、身体に取り

込まれると、甲状腺に選択的に集積するため、放射線の内部被ばくによる甲状腺がん等

の晩発性影響を発生させる可能性がある。この内部被ばくに対して、安定ヨウ素剤を予

防的に服用することにより、放射性ヨウ素の甲状腺への集積を防ぐことができる。この

際、安定ヨウ素剤の服用は、甲状腺以外の臓器への内部被ばくや希ガス等による外部被
ばくに対して、放射線影響を防護する効果は全くないことに留意する。

この防護対策を実施するに当たっては、放射性物質の放出状況を踏まえ、屋内退避や

避難等の防護対策とともに判断する必要がある。周辺住民等に対する安定ヨウ素剤に係

る防護対策については、その詳細を付属資料6に示す。

⑤飲食物摂取制限について

摂取制限措置を実施するまでには、時間的余裕があると考えられるので、代替飲食物

の供給等について対策を講じておく必要がある。

⑥立入制限措置について

放射性物質又は放射線が異常に放出されるかあるいはそのおそれがある場合には、以

下のとおり、立入制限の措置を講ずる必要がある。

（ｲ）放射性物質又は放射線による無用の被ばくを避けるために特定の区域への立入を制

限すること。

（ﾛ）周辺住民等の避難、防災業務関係者の活動及び応急対策用資機材等の輸送のために

経路を確保するなど、応急対策の円滑な実施のために特定の区域への無用の立入を制

限すること。
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⑦防災業務関係者の防護措置

原子力災害の応急対策及び災害復|日に関係する者であって、ある程度の被ばくが予想

される防災業務関係者については、個人線量計（ポケット線量計、アラームメータ等）

を、また、防災業務に応じて、被ばくを低減するための防護マスクを配布するとともに、

安定ヨウ素剤を予防的に服用させる。防災業務関係者の安定ヨウ素剤予防服用について

は、付属資料7に示す。さらに、輸送手段、連絡手段の確保が必要である。

防災業務関係者の放射線防護に係る指標は、放射線業務従事者に対する考え方を参考

にして、以下のとおりとすることを提案する。また、事故が発生した原子力事業所の放

射線業務従事者については、法令に定められている線量限度を適用するものとする。な

お、防災業務関係者の放射線防護に係る指標についての参考資料を、付属資料8に示す。

(ｲ)災害応急対策活動及び災害復旧活動を実施する防災業務関係者の被ばく線量は、実

効線量で50mSvを上限とする。

(ﾛ）ただし、防災業務関係者のうち、事故現場において緊急作業を実施する者（例えば、

当該原子力事業所の放射線業務従事者以外の職員はもとより、国から派遣される専門

家、警察関係者、消防関係者、自衛隊員、緊急医療関係者等）が、災害の拡大の防止

及び人命救助等緊急かつやむを得ない作業を実施する場合の被ばく線量は、実効線量

で100mSvを上限とする。また、作業内容に応じて、必要があれば、眼の水晶体

については等価線量で300mSv、皮膚については等価線量で1Svをあわせて上限

として用いる。

なお、これらの防災業務関係者の放射線防護に係る指標は上限であり、防災活動に係

る被ばく線量をできる限り少なくする努力が必要である。

特に女性については、上記指標にかかわらず、胎児防護の観点から、適切な配慮が必

要である。

⑧各種防護対策の解除

これまで述べてきた各種の防護対策の解除には慎重な配慮を要する。即ち放出源から

の放出が終了したとしても影響を受けた区域は汚染されている可能性もあり、汚染物が

影響を受けていない区域に搬出されるおそれなどがあるからである。したがって、緊急

時モニタリング等による地域の調査等の措置が行われた後、専門家の判断にしたがって

各種対策の解除を行うことが重要である。

5－3防護対策のための指標

防護対策をとるための指標は、なんらかの対策を講じなければ個人が受けると予想さ

れる線量（予測線量）又は実測値としての飲食物中の放射性物質の濃度として表される。
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予測線量は、異常事態の態様、放射性物質又は放射線の放出状況、気象情報、SPE

EDIネットワークシステム等から推定されることとなるが、初期の推定の時点では必

ずしも緊急時モニタリング情報等は得られていない。したがって、緊急時モニタリング
による実測値が得られた場合は、この値に基づき、SPEEDIネットワークシステム

等による計算値を逐次修正していくことが有効である。なお、SPEEDIネットワー

クシステムを用いた予測線量の算定についての参考資料を、付属資料9に示す。
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(1)屋内退避及び避難等に関する指標

「放射性物質の大量放出事故に対する応急対策の放射線レベルについて｣(昭和42

年放射線審議会答申）を踏まえながら、防護対策の実効性も考慮し、屋内退避及び避

難等に関する指標を以下のとおり提案する。

表2屋内退避及び避難等に関する指標

予測線量（単位:mSv)

外部被ばくに

よる実効線量

10～50

50以上

内部被ばくによる等価線量

･放射性ヨウ素による小児

甲状腺の等価線量
● ウランによる骨表面又は

肺の等価線量

･プルトニウムによる骨表

面又は肺の等価線量

1 0 0 ～ 5 0 0

500以上

防護対策の内容

住民は、自宅等の屋内へ退避すること。

その際、窓等を閉め気密性に酉艫すること。

ただし、施設から直接放出される中性子線

又はガンマ線の放出に対しては、指示が

あれば、コンクリート建家に退避するか、

又は避難すること。

住民は、指示に従いコンクリート建家の屋

内に過畦するか、又は避難すること。

注）1．予測線量は、災害対策本部等において算定され、これに基づく周辺住民等の防護

対策措置についての指示等が行われる。

2．予測線量は、放射性物質又は放射線の放出期間中、屋外に居続け、なんらの措置

も講じなければ受けると予測される線量である。

3．外部被ばくによる実効線量、放射性ヨウ素による小児甲状腺の等価線量、ウラン

による骨表面又は肺の等価線量、プルトニウムによる骨表面又は肺の等価線量が

同一レベルにないときは、これらのうちいずれか高いレベルに応じた防護対策を

とるものとする。

なお、上記指標を検討するに当たり参考とした資料を付属資料10，11に示す。

屋内退避及び避難等に関する指標には、ある幅を持たせることとした。この理由は、

線量によってのみ防護対策は決定されるべきではなく、その対策の実現の可能性、実行

することによって生ずる危険、影響する人口規模及び低減されることとなる線量等を考

慮して決定されるべきであり、そのためには防護対策の実施に柔軟性が必要とされるか

らである。また、災害対策本部が行う周辺住民等の行動についての勧告又は指示は、あ

る地域的範囲を単位として与えられることが予想され、この地域的範囲の中で予測線量

が場所によって異なることも指標に幅を持たせた理由である。
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なお、屋内退避若しくはコンクリート屋内退避あるいは避難という防護対策を実際に

適用する場合は、上記指標に応じて異常事態の規模、気象条件を配慮した上、ある範囲

を定め、段階的に実施されることが必要である。

(2)安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策の指標

安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策は、屋内退避や避難等の防護対策とともに、

その実効性を高める必要があること、さらに、安定ヨウ素剤予防服用に関する国際機

関及び各国における提案を考慮し、安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策の指標とし

て、性別・年齢に関係なく全ての対象者に対し一律に、放射性ヨウ素による小児甲状

腺等価線量の予測線量100mSvを提案する。

(3)飲食物の摂取制限に関する指標

飲食物摂取制限に関する放射性元素として、放射性プルームに起因するヨウ素、ウ

ラン及びプルトニウムを選定するとともに、旧ソ連チェルノブイル事故時の経験を踏

まえてセシウムを選定した。そして、これらの核種による周辺住民等の被ばくを低減

するとの観点から実測による放射性物質の濃度として表3のとおり飲食物摂取制限に

関する指標を提案する。

なお、この指標は災害対策本部等が飲食物の摂取制限措置を講ずることが適切であ

るか否かの検討を開始するめやすを示すものである。

対象

飲料 水

牛乳・乳製品

野菜類

眼菜、芋類を除く。）

対象

飲 料 水

牛乳・享喫品

野菜類

穀類

肉・ 卵・魚・その他

表3飲食物摂取制限に関する指標

放射 性ヨウ素

（混合核種の代表核種:]3'1)

3×102Bq/kg以上

2×103Bq/k9以上

放射性セシウム

2×102Bq/kg以上

5×102Bq/kg以上
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対象 ウ ラ ン

飲 料 水

20Bq/kg以上
牛乳・乳製品

野菜類

穀 類
1×102Bq/kg以上

肉・卵・魚・その他

プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種

対象 （
238

P u、

239
Pu、

2 4 0
Pu、

242
Pu、

241

Am、
242

CIn、
243

Cm、
244

Crnの放射官號度の合計）

飲料水

1Bq/kg以上
牛乳・￥喫品

野菜類

穀類 10Bq/kg以上

肉・卵・魚・その他

(注）乳児用として市販される食品の摂取制限の指標としては、ウランについては20Bq/

kgを、プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種については1Bq/kgを適用す

るものとする。ただしこの基準は、調理され食事に供される形のものに適用されるものと

する。

なお、上記の対象物中の放射能濃度の定量に当たっては、以下のものを参照することを提

案する。

･放射性ヨウ素：文部科学省測定法シリーズ15「緊急時における放射性ヨウ素測

定法」

･放射性セシウム：同シリーズ7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペク

トロメトリー」及び同シリーズ24「緊急時におけるガンマ線ス

ペクトロメトリーのための試料前処理法」

・ウラ ン．：同シリーズ14「ウラン分析法」

･プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種：同シリーズ12｢プルトニウム分析法｣同

シリーズ21「アメリシウム分析法」及び同シリーズ22

「プルトニウム・アメリシウム逐次分析法」

また、上記濃度の算出についての考え方を付属資料12に示す。
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第6章緊急被ばく医療

6－1緊急被ばく医療の基本的考え方

緊急被ばく医療の基本理念は、「いつでも、どこでも、誰でも最善の医療を受けられ
る。」という命の視点に立った救急医療、災害医療の原則に立脚することである。

具体的には、原子力施設の従事者と周辺住民等を分け隔てなく、被ばく患者を平等に

治療しなければならないという共通認識から出発して、緊急被ばく医療に携わる関係者
が適切な研修、訓練を受けることにより、円滑かつ迅速に被ばく患者を診療できる体制

を構築する必要がある。また、医療の視点からは、原子力施設における原子力緊急事態
の発生時のみならず、原子力緊急事態に至らない場合にも被ばく患者が発生する場合が
あり、これらにも対応できる体制を構築することも必要である。このため、日常的に機

能している一般の救急医療体制、災害医療体制との整合性を図ることとし、原子力緊急
事態を含めた異常事態の発生時には、救急医療体制に加え、必要に応じ、広域的な災害
医療体制にも組み込まれて機能し、実効性を向上させることとする。
以下に、緊急被ばく医療についての考え方を示す。

6－2原子力緊急事態の発生時における緊急被ばく医療

（1）組織

原子力緊急事態が発生した場合には、下図のような組織を整備し、実効性の向上に

努めることが必要である。

緊急被ばく医療機関等オフサイトセンター

L

地方公共団体 ／

国国国

’
初期被ばく医療機関等

原子力災害
現地対策本部

原原子力災害
対策木部
原子力災害
対策木部 災害対策本部藤

(医療グループ）

災

(E
避難所等

事業所内医療施設

医療槻関（外来（通院）診療）

(医療グルー

助言

#遮携
８
〃

緊急被ばく

医療派遣チーム

緊急被

医療派遣指導・助言

二次被ばく医療機関
I．一シ迄"'､'一､、厚~~'｡､･′

医癩幾関（入院診療）
的助言X派遣･技術的助言技術的助言 指

導
・
助
言

$熱指導・助言

支援
原子力安全委員会

｜
↑協力

|醗驚熱盤’

三次被ばく医療機関

派遣

’
放射線医学総合研究所

地域の中心となる医療機関
(専門的入院診療）

原子力事業者

日本赤十字社支部

国公立・忍壷疾療機関等

※地方公共団体は、必要に応じ現地災害対策本部を設澄する。
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(2)各組織の役割

①原子力災害合同対策協議会の医療班

オフサイトセンターに設置された原子力災害合同対策協議会は、国、地方公共団体、

原子力事業者等を代表するもので構成される。原子力災害合同対策協議会に編成され

た医療班は、緊急被ばく医療活動の把握及び広域的な医療活動の調整を行う。また、

地方公共団体の災害対策本部の医療グループ、医療機関等と緊密に連絡を取り、必要

に応じて助言、指導等を行う。

②地方公共団体の災害対策本部の医療グループ

地方公共団体の災害対策本部の医療グループは、地方公共団体、地域医療機関、保

健所等の関係者によって構成される。現地の医療活動を把握し、初期及び二次医療機

関等に助言、指導及び支援を行う。

③緊急被ばく医療派遣チーム

三次被ばく医療機関を中心とした医療関係者等からなる緊急被ばく医療派遣チーム

は、地方公共団体の災害対策本部のもとで、被ばく患者等に対する診療について、初

期及び二次被ばく医療機関の関係者を指導するとともに自らもこれに協力して医療活

動を行う。

④緊急被ばく医療機関等

緊急被ばく医療機関は外来（通院）診療を行う初期被ばく医療機関、入院診療を行

う二次被ばく医療機関、より専門的入院診療を行う三次被ばく医療機関からなる。各

医療体制の役割に応じて、サーベイランス（簡易な測定等による放射性物質の汚染の

把握）、スクリーニング、線量評価、除染、診療等を行う。また、初期、二次及び三

次医療機関の連携はもとより、高度総合医療を行う医療機関、日本赤十字社等からの

協力体制を構築しておく必要がある。

6－3緊急被ばく医療体制

（1）初期被ばく医療体制

①原子力施設における初期被ばく医療

被ばく患者の応急処置とともに、サーベイランス、スクリーニングと被ばく線量の

測定を行う。その後、除染や汚染の拡大防止措置を行い、汚染や被ばくの程度などに

応じて、迅速に被ばく患者を緊急被ばく医療機関に搬送する。

②避難所等で展開される周辺住民等を対象とする初期対応

避難所等では、周辺住民等を対象として、サーベイランス、スクリーニング及び被

ばく線量を測定するとともに、周辺住民等の避難経路、通過時間等の調査を行い、こ

れらの情報を管理する。また、安定ヨウ素剤の服用が行われる場合には、服用、副作

用等に備え、医師、保健師、薬剤師等の医療関係者を周辺住民等が退避した集合した

場所等に派遣しておくことが望ましい。
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③医療機関における初期被ばく医療

原子力施設近隣の初期被ばく医療機関では、原則として避難所や原子力施設から搬
送されてくる被ばく患者の外来診療を行う。

初期被ばく医療機関は、日常的に救急医療を実践している医療機関であり、ふき取
り等の簡易な除染や救急処置を行う。

緊急時においては、多くの周辺住民等が、特に医療処置を必要としない程度であって
も、心理的不安から各種医療機関、避難所等に検査等を求めて来ることについても留意
する。

(2)二次被ばく医療体制

初期被ばく医療の後、汚染の残存する被ばく患者又は相当程度の被ばくをしたと推
定される被ばく患者を、入院診療を行なう二次被ばく医療機関に転送する。二次被ば
く医療機関においては、シャワー等による全身の除染、汚染創傷の治療等を行うとと
もに、ホールボデイカウンタ等を用いた測定及び血液、尿等を対象とした分析により、
汚染状況及び被ばく線量の測定を行う。また、局所被ばく患者、高線量被ばく患者等
の診療を開始する。

(3)

①

三次被ばく医療体制

三次被ばく医療体制の概要

二次被ばく医療の結果、さらに放射線被ばくによる障害の専門的診療が必要とされ
る高線量被ばく患者や重篤な内部被ばく患者等については、地域の三次被ばく医療機
関（学際的な高度専門治療を遂行するために、国公立大学附属病院などの医療機関で
あることが望ましい。）に転送する。

地域の三次被ばく医療機関は、放射線防護協力機関（線量評価や放射線防護等にお
いて緊急被ばく医療機関に協力する機関）と地域三次被ばく医療の機関群を形成し、
これらが三次被ばく医療を担う。

地域三次被ばく医療の機関群は、放射線医学総合研究所と相互に連携を図り、被ば
く患者の診療、長期的な健康調査等を行う。また、初期及び二次被ばく医療機関と連
携して地域ブロックを形成し、より実効性のある被ばく医療体制を構築する。地域の
三次被ばく医療機関はその地域ブロック内の医療機関間における被ばく患者の搬送、
技術協力等の調整を行なう。

放射線医学総合研究所は、三次被ばく医療の中心的機関として位置付けられる。放
射線医学総合研究所（放射線医学総合研究所緊急被ばく医療ネットワーク会議を含
む。）は、高度総合医療を行う医療機関との相互連携のもとに、高度専門的な除染及
び診療を実施し、全国の地域三次被ばく医療の機関群に対して、必要な支援及び助言
を行う。また、放射線医学総合研究所は地域の三次被ばく医療機関の一つとしての役

割も担う。
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②地域ブロック化の考え方

地域の三次被ばく医療機関の整備は、我が国の緊急被ばく医療体制の実効性を向上

させていく上で、様々 な効果があると考えられるが、三次被ばく医療機関において診
療を行う必要がある被ばく患者の発生は、低頻度の事象である。一方で、三次被ばく

医療機関には、医療関係者に対する教育及び訓練、放射線防護協力機関との連携・協
力体制の構築、大学附属病院を含め初期及び二次被ばく医療機関等との連携・協力体

制の構築、組織としての被ばく医療への取組み等非日常的で多大な労力が求められる。
これらに加え、現在、関東に放射線医学総合研究所が既に整備されていること、迅速

な広域搬送等のために消防及び自衛隊が連携して搬送支援を行うこと等を踏まえると、
地域の三次被ばく医療機関を集中的に整備することが効果的かつ現実的であり、現時
点では地域の三次被ばく医療機関が整備される地理的条件等を考慮した上で日本を東

西2ブロック程度に分けることが適当である。

なお、関係省庁等が地域の三次被ばく医療機関の整備を行う際、ブロックごとに整

備する地域の三次被ばく医療機関を1機関と限定する必要はなく、機能の維持・向上

を考慮した上で、複数の機関を整備することも有効であると考えられる。

なお、被ばく患者の被ばく線量、汚染の程度、全身状態等によって、明らかにある程

度の被ばくをしたと考えられる者に対しては、初期被ばく医療機関を経ずに、二次被ば

く医療機関や三次被ばく医療機関によって対応を行うことが実際的である。この場合、

それぞれの医療機関の医療水準や医療資源のバランスを見ながら、実際に医療にあたる

現場の医師が二次被ばく医療機関相互あるいは三次被ばく医療機関との連携を考慮して、

適切な搬送先や転送先を判断することが重要である。

初期、二次及び三次被ばく医療機関等の緊急被ばく医療体制の概念を図1に示す。ま

た、緊急被ばく医療体制の概要を付属資料13に示す。
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6－4緊急被ばく医療における国、地方公共団体、原子力事業者等の責務

（1）国

国は、被ばく医療体制がより実効的なものとなるよう、地方公共団体及び医療関係

者の意見を十分に尊重しつつ、緊急被ばく医療体制を構築するとともに、各地域が行

う防災対策の実状やその必要性を十分に把握し、地方公共団体が有効な防災対策が行

えるよう支援する必要がある。

ま．た、緊急被ばく医療に携わる者に対して、緊急被ばく医療に係る研修、訓練が実
効的なものとなるよう努めることも必要である。

(2)地方公共団体

地方公共団体は、被ばく医療関係者とも連携を図りつつ、実効的な緊急被ばく医療

が行われる体制を整備しておく必要がある。具体的には、緊急被ばく医療に必要な資

機材の整備、維持及び管理について、国、医療関係者、原子力事業者などととも十分

に連携を図るとともに、医療関係者、周辺住民等への被ばく医療等に関する知識の普

及、啓発及び防災訓練等を実施する必要がある。

また、被ばく医療にかかる資機材等の整備に当たっては、地域防災計画等で定めた

内容に沿って原子力防災対策が必要な区域内の人口、地勢等の条件を十分に勘案し、

必要な資機材を適正に配備することが必要である｡

(3)原子力事業者

原子力事業者は、被ばく患者の発生に備えて､次の事項について留意する。

①通報連絡体制等の整備

原子力施設内での指揮命令、通報連絡及び情報伝達に係る体系的な整備を図るとと

もに、医療機関、搬送機関（消防、海上保安庁、自衛隊等）、地方公共団体等の関係

機関と通報連絡、被ばく患者の搬送、受入れについて緊密な関係を保持する必要があ
る。

②請負事業者との連携

被ばく患者が発生した場合、請負事業者（発注者との契約関係により業務を請け負

った事業者）との間での役割分担、通報連絡体制、指揮命令系統等について、あらか

じめ定めておく必要がある。

③応急処置及び除染

被ばく患者の応急処置及び除染を行う設備等を整備し、維持・管理して、被ばく医

療を行える体制を整備しておく必要がある。

④医療機関への搬送

被ばく患者を医療機関に搬送する際には、汚染の状況を把握し、傷病の状態を勘案

して、できる限り汚染の拡大防止措置を講じた上で、放射線管理要員（放射性物質や

放射線に対する知識を有し、線量評価や汚染の拡大防止措置が行える者）を被ばく患

者に随行させる必要がある。
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(4)緊急被ばく医療機関
0

緊急被ばく医療機関は、次の役割を担うことが必要である。

①診療

緊急被ばく医療機関等は、それぞれの医療体制の下で被ばく患者の診療を行なう。

また、緊急被ばく医療機関の医療関係者は、定期的な研修、訓練を受けることにより

被ばく医療水準の維持、向上に努める。

②汚染及び被ばくの防止

緊急被ばく医療機関においては、被ばく患者の診療に際して、医療関係者の二次汚

染及び被ばくを防止する。また、一般の患者の不安を軽減するとともに、一般の患者

や公衆に対して、汚染及び被ばくを防止する必要がある。

③地域における被ばく医療資産の効率的活用

地域ブロックごとに緊急被ばく医療に係る設備、資機材、人材等の資産を適正に配

置し、有効に活用する。

④緊急被ばく医療機関の連携

被ばく患者の重症度に応じて適切な医療を行うとともに、各医療機関の要員及び資

機材を有効に活用するため、緊急被ばく医療機関間の病診（病）連携を図る°

⑤情報の共有化

医療機関で得られた情報、例えば、被ばく患者の線量評価、放射性核種の同定等の

情報は、事態の様相の判断に有用であるので、速やかに災害対策本部を含む関係機関

に伝達するとともに、原子力事業者、現地災害対策本部で得られた緊急被ばく医療を

実践するために必要な情報は、被ばく医療に係る医療機関に提供されることが重要で

ある。

6－5緊急被ばく医療活動のための要件

緊急被ばく医療活動のためには、以下の要件が求められる。

(1)設備、資機材等

それぞれの医療体制において、整備すべき設備、資機材等を付属資料14に示す。

なお、これら設備、資機材等の維持及び管理を定期的に行うとともに操作を行う者の

確保と研修、訓練が必要である。

また、異常事態の発生に備えて周辺住民等及び防災業務関係者に対して、迅速かつ

的確に安定ヨウ素剤を使用できる体制を準備しておく必要がある。周辺住民等に対す

る安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策についての参考資料を、付属資料6に示す。
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(2)ネットワーク

緊急被ばく医療において、その連携体制を強化し実効性の向上を図るため、情報及
び人的ネットワークを構築することが必要である。

①情報ネットワーク

国と地方公共団体、地方公共団体と医療機関、医療機関相互の緊急被ばく医療に関す

る連絡を円滑に行うため、救急医療情報システムや広域災害医療情報システムなどの

情報ネットワークを活用、整備することが必要である。

また、複数の医療機関等が被ばく医療の実例等をデータベース化しているが、これ

らのデータを一元化するなどして、医療関係者が利用しやすいものとすることが重要
である。

②人的ネットワーク

緊急被ばく医療関係者が緊急被ばく･医療の重要性を認識し、それぞれの役割や連携

体制の確認、情報交換等を行うため、全国的な緊急被ばく医療の緊密な人的ネットワ

ークを構築することが必要である。

(3)搬送体制

搬送が迅速かつ円滑に行われるとともに、搬送機関及び搬送される医療機関に必要

な情報が的確に伝達されることが必要である。

①複数の搬送経路の確保

搬送については、気象状況、自然災害等により交通が遮断又ほ混乱することを考慮

し、車両、船舶、航空機などを組み合わせ、複数の経路を確保しておくことが重要で

ある。

②通報連 絡

原子力事業者は、施設等の事故の状況及び負傷時の状況等に関する情報を電話とあ

わせできる限り文書で、搬送機関に迅速に通報するとともに、その後、得られた被ば

く関連情報についても順次、通報する必要がある。搬送機関、関係医療機関、原子力

事業者は、被ばく患者が発生した場合の通報連絡様式をあらかじめ統一的に定めてお

くことが望ましい。

③放射線管理要員等の協力

放射線管理要員は、搬送に際し、汚染の拡大防止措置を実施するとともに、搬送機

関や搬送車両等の汚染の有無を確認し、原子力事業者を含む関係機関へ報告する。

④協力体制及び情報交換

被ばく患者の搬送に備えて、搬送機関、関係医療機関、原子力事業者は、日頃から

訓練を通じて関係機関相互の協力体制を整えておくことが必要である。

また、搬送機関においては、搬送用資機材等の整備について相互に情報交換すると
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ともに、被ばく患者の搬送等に当たって、緊急被ばく医療の専門家から助言を得られ
⑦

るような体制を整備することが望ましい。

(4)人材育成等

①人材の確保

被ばく患者の発生に対して適切に対応するためには、被ばく医療に関する知識と技

術を備えた医療関係者の確保が必要である。

②人材育成

医療関係者の職種等に合わせて、実際的なカリキュラムを定め、できる限り具体的

な研修を実施するとともに、不断の研修、訓練により人材を育てる必要がある。

③指導者の育成

多数の医療関係者を教育し、その知識と技能の維持向上を図るため、各地において、

地域の事情に通じた指導者を育成する必要がある。

④被ばく医療の訓練

訓練の目的を明確にし、その実効性を考慮して、原子力事業者、地方公共団体、医

療関係者等による地域的な通報連絡訓練から、国による総合合同防災訓練に至るまで、

救急処置を必要とするような被ばく患者を想定した訓練を行うことが必要である。

⑤線量評価に関する技術の維持・向上

被ばく患者に対して適切な対応を行うためには、迅速かつ正確に線量評価が行える

ことが重要である。そのためには、新しい知見を積極的に取り入れ、線量評価手法の

確立及び線量評価技術の開発等に努め、線量評価に関する技術の維持・向上を行うこ

とが重要である。

6－6原子力災害時におけるメンタルヘルス対策

原子力災害時には、放射線による被ばくや放射性物質による汚染に対する不安や、被
ばくや汚染が身体的な健康に影響を及ぼす不安（以下「健康不安」という｡）などの心

理的変化が生じるとともに、避難等の措置が実施された場合には、生活環境の変化等が

精神的負担となることなどが考えられるため、メンタルヘルス対策を適切に行う必要が

ある。その際、放射線や放射性物質の存在は五感で感じることができないなど、原子力

災害の特徴を踏まえ、対策を実施することが重要である。

原子力災害時における基本的な考え方を以下に示す。また、具体的な対策については、

付属資料15に示す。

(1)原子力災害の経過と必要な対応

原子力災害に伴う精神的負担及び心理的変化は、災害の経過とともに変化するため、

その変化に応じた対策を実施する。特に、原子力災害発生直後の対応は重要であり、

避難等の措置が確実に実施されることはもちろんのこと、周辺住民等が必要としてい
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る情報を適切に提供する。その後は、周辺住民等に生じた精神的負担及び心理的変化

を的確に把握し、周辺住民等が必要とする援助を適切に提供する。

(2)適切な情報提供の重要性

放射線や放射性物質の存在は五感で感じることができず、被害の程度など災害によ

る影響が分かりにくいため、周辺住民等が不安を抱くことがある。このため、特に原

子力災害の場合には、適切な情報提供が周辺住民等のメンタルヘルスを考える上で重

要である。原子力災害発生直後に、避難等の措置の指示等を確実に伝達するとともに、

被ばくによる身体的な健康影響に関し情報提供を行う際には、被ばく線量、放射線に

よる身体的な健康影響等の情報を、分かりやすい形で提供することが重要である。

(3)メンタルヘルス対策の担い手

原子力災害時においては、防災業務関係者の中でも直接、周辺住民等に援助を提供

する者（以下「援助者」という｡）が周辺住民等と接し、声をかわすことが安心につ

ながることから、メンタルヘルスの専門家だけでなく、援助者全員が周辺住民等のメ

ンタルヘルスを支える役割を担うことを認識し、援助活動に取り組むことが重要であ

る。

(4)メンタルヘルス対策体制

原子力災害時に、メンタルヘルス対策を適切に実施するためには、災害発生直後か

ら地方公共団体が設置する災害対策本部にメンタルヘルスの専門家を組み込むととも

に、保健所、市町村保健センター等にメンタルヘルス対策の拠点を置き、対応に当た

る必要がある。その際、国、地方公共団体等が相互に連携し、一元的な対応を行う必

要がある。

(5)被ばく患者、防災業務関係者及び原子力施設の従事者への対策の必要性

周辺住民等に加えて、被ばく患者、防災業務関係者及び原子力施設の従事者に対す

るメンタルヘルス対策も重要であり、それぞれに特有な精神的負担及び心理的変化に

応じて対策を適切に行う必要がある。
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出された放射性

物質の状況又は

主な施設・設備

の状態等

その他特定事象の把

握に参考となる情報



(原子炉施設）

異常事態連絡様式（第2報以降）

－42－

主務大臣、都道府県知事、市町村長殿

－年一月一日（第一一報）

通 報 者 名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

連絡先（原子力防災管理者）○○○○○○

特定事象の発生について、原子力災害対策特別措置法第10条第1項の規定に基づく通報以後の情
報を通報します。

原子力事業所の名称及び場

所

名称：

場所：

(事業区分： ）

特定事象の発生箇所 (例）・発電所

特定事象の発生時刻 年月日時分（24時間表示）

発
生
し
た
特
定
事
象
の
概
要

特定事象の種類

想定される原因

検出された放射線量の

状況、検出された放射

性物質の状況又は主な

施設。設備の状態等

原子力緊急事態に該当（□する，□しない）

口特定 口調査中

別紙を参照

その他特定事象の把握に参

考となる情報

被ばく者の状況及び

汚染拡大の有無

(確認時刻時分）

気象情報

(確認時刻時分）

周辺環境への影響

応急措置

被ばく者の状況

口無

口有 :被ばく者名要救助者名

汚染拡大の有無

ロ無

ロ有：

･ 天 候 ：

･風向：方位

･風速:m/s

･大気安定度：

n無

口右：



【別紙1：原子炉の運転に関するパラメータの例[BWRの場合]】

項目

特定事象発生時の出力

原子炉停止時刻

炉心平均燃焼度

放射性物質の放出の有無

放射性物質の放出状態

排気筒放出口

放出口以外（放出場所名）

憲置の、．．

装置の状況

1次冷却系圧力及び圧力の変化

1次冷却系の温度(ホットレグ）

原子炉水位

外部電源

非常用ディーゼル発電機運転

余熱除去系の機能維持

ECCSの作動･高圧系

ECCSの作動･低圧系

全ての制御棒挿入

ボロン添加，

主蒸気隔離弁の閉止

格納容器の隔離状態

格納容器圧力

格納容器スプレイ作動

その他の特記事項

確認時刻（日時分）

％

年月日時分

MWD/MTU

口有り 9 口無し

口放出，口停止

抽出場所 名： （地上高m)

ロ放出，ロ停止

確認時刻（日時分）

(kg/cm2g・Pa[gage])

上昇･下降･安定

℃

c、

受電有・鐸j80、

受電有。無〃00，

正常・異常

作動・未作動

作動・未作動

挿入・未挿入

添加・未添加

閉・開

隔離・非隔離

(kg/cm2goPa[gage])

作動・未作動

－43－



【別紙1：原子炉の運転に関するパラメータの例[PWRの場合]】
甜盾＝【晴へ1半 台 陰

項目

特定事象発生時の出力

原子炉停止時刻

炉心平均燃焼度

放射性物質の放出の有無

放射性物質の放出状態

排気筒放出口

放出口以外（放出場所名）

、凶七塁"、01半2画

装置の状況

1次冷却系圧力及び圧力の変化

1次冷却系の温度(ホットレグ）

加圧器水位

外部電源

非常用ディーゼル発電機運転

余熱除去系の機能維持

ECCSの作動･高圧系

ECCSの作動･蓄圧系

ECCSの作動･低圧系

全ての制御棒挿入

ボロン添加

主蒸気隔離弁の閉止

格納容器の隔離状態

格納容器圧力

格納容器スプレイ作動

その他の特記事項

確認時刻（日時分）

％

、錘日日時分

MWD/MTU

n右Ll口無し

口放出，口停止

（地上高m)街山f皇同斤塁.

口放出ロ停止

確認時刻（日時分）

(kg/cm2g・Pa[gage])
卜昇･下降･安定

℃

％

受電有。無

受電有・無

正常・異常

作 動・未作動．

作動・未作動

作動・未作動

挿入・未挿入

添加・未添加

閉・開

隔離・非隔離

(kg/cm2g・Pa[gage])

作動・未作動

－44－



【別紙1：原子炉の運転に関するパラメータの例［試験炉の場合]】

1．原子炉の状態

項目

特定事象発生時の出力

原子炉停止時刻

炉心平均燃焼度

放射性物質の放出の有無

放射性物質の放出状態

排気筒放出口

放出口以外（放出場所名）

装置の状況

原子炉冷却系温度

原子炉水位

非常用炉停止装置

外部電源

非常用ディーゼル発電機運転

原子炉冷却系運転

全ての制御棒挿入

その他の特記事項

％
－

確認時刻（日時分）

年月日時分

MWD/MTU

口有り，口無し

口放出，口停止

放出場所名： （地上高rn)

ロ放出，口停止

原子炉入口：｡c

原子炉出口：｡c

正常・異常:cm

作動・未作動

受電有・無

受電有・錘〃加、

確 認時刻（日時分）

通常運転・崩壊熱除去運転中

挿入・未挿入

※上記項目については、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

－45－



1．放射性物質の状況

項目

評価時刻での放出量（放出率）

希ガス(Bq/h)

ヨウ素(Bq/h)

総量(Bq/h)

評価時刻での放出量（濃度）

希ガス(Bq/cm3)

ヨウ素(Bq/cm3)

総量(Bq/cm3)

評価時刻までの放出量

希ガス(Bq)

ヨウ素(Bq)

総量(Bq)

放出継続時間(h)

放出開始時刻

評価時刻以後の放出（予測）

希ガス(Bq)

ヨウ素(Bq)

総量(Bq)

放出継続推定時間(h)

2．予測線量

種類

全身の外部被ばくに

よる予測線量の最大

地点

甲状腺の予測線量の

最大地点

日時分

方位kmmSv

方位kmmSv

【別紙2：放射性物質及び放射線に関するデータ】

評価時刻（日時分）

評価時刻（日時分）

日時分 日時分 日 時 分

方位kmmSv 方位kmmSv 方位kmmSv

方位kmmSv 方位kmmSv 方位kmmSv

（施設側での計算値）

※上記項目については、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。

※データについては、およその値（推定値を含む）を記載することも可とする。

－46－



【別紙2：放射性物質及び放射線に関するデータ】

3．放射線モニタリングの状況
注1）必要な情報を順次追加記入し、空欄がなくなった場合には新しい用紙に記入するものとする。
_－－，，ローー〃金旦一一且一ラニ錘,IF､1千＝j-LゴーZ－しLゴース

■-JL一雄一一為

I 評価時刻（日時分）語ロ

搾納容器排気筒モニタ
鎧上菫醤乞･:CpS

補助建屋排気筒モニタ
對上言億塁．：UIJ己

＝－－－－杓ロ、，心狩垂磨鋤再

設備地点名

時分 似Sv/h "Sv/h "Sv/h ●■■

時 分 "Sv/h "Sv/h "Sv/h
e●●

γ線空間線量率 時分 "Sv/h "Sv/h "Sv/h ■ ● 口

一幸L且UL上

設備地点名

時分 "Sv/h "Sv/h "Sv/h
● ■ ●

時分 "Sv/h 似Sv/h "Sv/h ●■●

γ線空間線量率 時分 "Sv/h "Sv/h "Sv/h ■ ● ●

設備地点名

時分 "Sv/h 似Sv/h "Sv/h ●■●

時 分 "Sv/h "Sv/h "Sv/h ロロ●

中性子線空間線量率 時分 "Sv/h "Sv/h "Sv/h
■●●

設備地点名

時分 Bq/cm3 Bq/cm3 Bq/cm3 ●●■

時分 Bq/cm3 Bq/cm3 Bq/cm3 ●●｡

ヨウ素濃度 時分 Bq/cm3 Bq/cm3 Bq/cm3 ロロ■

その他測定項目 設備地点名

時分
●■■

時分
●■■

項目
時分

●●●

※上記項目については

※データについては、

－47－



(再処理施設）

異常事態連絡様式（第2報以降）

－48－

主務大臣、都道府県知事、市町村長殿

特定事象の発生について、

一年一月一日（第一_一報）

癌鋸老全nnnOOO○○○○○○

籟鍵牛r盾エカ防溌管理者）○○○○○

原子力災害対策特別措置法第1

○

o条第1項の規定に基づく通報以後の情

報を通報します。 、

原子力事業所の名称及び場

所

名称：

場所：

）(事業区分：‐－

特定事象の発生箇所 建屋一一一一施設
一

特定事象の発生時刻 年月日時分（24時間表示）

発
生
し
た
特
定
事
象
の
概
要

特定事象の種類

想定される原因

検出された放射線量の
状況、検出された放射
性物質の状況又は主な

施設・設備の状態等

原子力緊急事態に該当（□する，□しない）

口特定
口調査中

別紙を参照

その他特定事象の把握に参
考となる情報

被ばく者の状況及び
汚染拡大の有無

(確認時刻時分）

気象情報

(確認時刻時分）

周辺環境への影響

応急措置

被ばく者の状況
n無

口有： 諦I壬〈箸名雲救助者名

汚染拡大の有無

口無
n右.

･天候

･風向

･風凍

･大気安定度

方位

m/s

n無
、 右 ．



【別紙1：施設の運転に関するパラメータの例】

－49－

特定事象発生時の運転状況 工 程 g 状 態

放射性物質の放出の有無 n有り,D無し

放射性物質の放出状態

排気筒放出口

放出口以外（放出場所名）

口放出，口停止

怖出場所名2 （地上高m)

口放出，口停止

項目 内 容

警報装置の状況

･臨界警報

･エリアモニタ

･負圧警報

･火災警報

･その他

発報・未発報一似Gy/h(日時分）
発報（場所）・未発報一似Sv/h(日時分）
発報・未発報

発報・未発報

設備の状況

施設の状況

･制御盤

｡換気

･電気

･冷却水

･圧空

･その他

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

●
●
凸
●
●
●
●
Ｃ
Ｏ
●
■
●

常（内容

常（内容

常（内容

常（内容

常（内容

常（内容

異
異
異
異
異
異

■
■
■
■
■
■

正常

正常

正常

正常
正常

正常

特記事項



【別紙2：放射性物質及び放射線に関するデータ】

位射・ の，劫

(池壷1期ごUﾉ同T異1厘ノ

※上記項目については、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。
※データについては、およその値（推定値を含む）を記載することも可とする。

－50－

項目 評価時刻（日時分）

評価時刻での放出量（放出率）
希ガス(Bq/h)

ヨウ素(Bq/h)

全a(Bq/h)

全β(Bq/h)

総量(Bq/h)

評価時刻での放出量（濃度）
希ガス(Bq/cm3)
ヨウ素(Bq/cm3)

、
Ｊ
１
ノ

３
３
ｍ
Ⅲ

ｃ
ｃ

ノ
ノ
ノ
ノ

ｑ
ｑ

ｎ
Ｄ
〔
け

く
く

α
Ｒ
戸

全
全

総量(Bq/cm3)

評価時刻までの放出量
希ガス(Bq)

ヨウ素(Bq)

全a(Bq)

全β(Bq)

総量(Bq)

放出継続時間(h)

放出開始時刻

評価時刻以後の放出（予測）

希ガス(Bq)

ヨウ素(Bq)

総量(Bq)

放出継続推定時間(h)

種類

評価時玄II(日時分）

日時分 日時分 日時分 日時分

全身の外部被ばく

による予測線量の

最大地点

方位kmmSv 方位kmmSv 方位kmmSv 方位kmmSv

甲状腺の予測線量

の最大地点

方位kmmSv 方位kmmSv 方位kmmSv 方位kmmSv



【別紙2：放射性物質及び放射線に関するデータ】

3．放射線モニタリングの状況
注1）必要な情報を順次追加記入し、空欄がなくなった場合には新しい用紙に記入するものとする。

－51－

項目 評価時刻

排気筒モニタ 時分
盤上言皆父.:CpS

排気筒以外の放出場所 時分
：+旦百芹盈．UP己

●
■
。

■
。
●

、
●
■

－写＝。．、豆一一 一坐■■、唇曼皿崖－2旦里＝

γ線空間線量率

設備地点名

時分

時分

時分

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

●■■

■■●

■■●

一一Q－ppLｰ

γ線空間線量率

設備地点名

時分

時分

時分

q●

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

似Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

●●■

■■■

■■■

中性子線空間線量率

設備地点名

時分

時分

時分

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

"Sv/h

● ■ ●

●■■

■●●

ョウ素濃度

設備地点名

時分

時分

時分

Bq/cm3

Bq/cm3

Bq/cm3

Bq/cm3

Bq/cm3

Bq/cm3

Bq/cm3

Bq/cm3

Bq/cm3

●●■

｡■■

■巳■

その他測定項目 設備地点名

項目

時分

時分

時分

●■●

●●■

■ ■ ●



(加工・使用施設）

異常事態連絡様式（第2報以降）

－52－

主務大臣、都道府県知事、市町村長殿

特定事象の発生について、
報を通報します。

－年一月一日（第一一報）

掻錦老父nn(~)OO○○○○○○○

蒲鍵牛（盾干ナ,防鰐管理者）○○○○○

原子力災害対策特別措置法第1

○

o条第1項の規定に基づく通報以後の情

原子力事業所の名称及び場
所

名称：

場所：

(事業区分：－‐）

特定事象の発生箇所 建屋登一施設
一一一

特定事象の発生時刻 年月日時分（24時間表示）

発
生
し
た
特
定
事
象
の
概
要

特定事象の種類

想定される原因

検出された放射線量の
状況、検出された放射
性物質の状況又は主な

施設・設備の状態等

、

原子力緊急事態に該当（□する，□しない）

口特定 口調査中

別紙を参照

その他特定事象の把握に参
考となる情報

被ばく者の状況及び
汚染拡大の有無

(確認時刻時分）

気象情報

(確認時刻時分）

周辺環境への影響

応急措置

被ばく者の状況
ロ無

口有： 袖l韮〈者黒雲救助者名

汚染拡大の有無

n無
n 右 ？

･天候

･風向

･風凍

･大気安定度

方位

m/s

ロ無
、右．



●

剣ル土一室争琴生睦'n霜宙二1-吟3甲

特定事象発生時の工程

放射性物質の放出の有無

放 崖H吐物蜜'、愉串1番有旨

排気筒放出口

放出口以外（放出場所名）

項目

その他の状況

･臨界

･火災

･爆発

･漏えい

特記事項

【別紙1：施設の運転に関するパラメータの例】

工程
一

語 借

n右LIn無1．

口放出，口停止

放出場所名且

口放出，口停止

(地上高m)

確認時刻（日時分）

一夕

－53－

△



【別紙2：放射性物質及び放射線に関するデータ】

の，次

※上記項目については、情報が得られたものから記入し、迅速に連絡することとする。
※データについては、およその値（推定値を含む）を記載することも可とする。

－54－

項目 評価時刻（日時分）

評価時刻での放出量（放出率）
希ガス(Bq/h)

ヨウ素(Bq/h)

全a(Bq/h)

全β(Bq/h)

総量(Bq/h)

評価時刻での放出量（濃度）
希ガス(Bq/cm3)
ヨウ素(Bq/cm3)

３
３

１
Ｊ
、
ノ

Ⅲ
Ⅲ

ｃ
ｃ

ノ
ノ
ノ
／

ｑ
ｑ

ｎ
Ｕ
【
Ｕ

く
く

ａ
Ｒ
Ｆ

全
全

総量(Bq/cm3)

評価時刻までの放出量
希ガス(Bq)

ヨウ素(Bq)

全a(Bq)

全β(Bq)

総量(Bq)

放出継続時間(h)

放出開始時刻

評価時刻以後の放出（予測）
希ガス(Bq)

ヨウ素(Bq)

総量(Bq)

放出継続推定時間(h)

種類

評価時刻（日時分）

日時分 日時分 日時分 日時分

全身の外部被ばく

による予測線量の

最大地点

方位kmmSv 方位kmmSv■ 方位kmmSv 方位kmmSv

甲状腺の予測線量

の最大地点

方位kmmSv 方位kmmSv 方位kmmSv 方位kmmSv



【別紙2：放射性物質及び放射線に関するデータ】

3．放射線モニタリングの状況

注1）必要な情報を順次追加記入し、空欄がなくなった場合には新しい用紙に記入するものとする。

※データについては、およその値（推定値を含む）を記載することも可とする。
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項目 評価時刻

排気筒モニタ 時分 排雪管須2:CpS

排気筒以外の放出場所 時分 慢司子墾cpS
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γ線空間線量率
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中性子線空間線量率

設備地点名
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時分
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ヨウ素濃度

設備地点名

時分
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(事業所外運搬）

異常事態連絡様式（第2報以降）
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主務大臣、都道府県知事、市町村長殿

特定事象の発生について、
報を通報します。

，年一月一日（第一一報）

逼鵠去父nnn(~)OO○○○○○○

壷趣生f盾ヱナI賄焔管揮者）○○○○○

原子力災害対策特別措置法第1

○

o条第1項の規定に基づく通報以後の情

原子力事業所の名称及び場
所

名称：

場所：

(事業区分：－一－）

特定事象の発生箇所

特定事象の発生時刻 年月日時分（24時間表示）

発
生
し
た
特
定
事
象
の
概
要

特定事象の種類

想定される原因

検出された放射線量の
状況、検出された放射
性物質の状況又は主な

施設・設備の状態等

原子力緊急事態に該当（□する，□しない）

口特定
口調査中

別紙を参照

その他特定事象の把握に参
考となる情報

被ばく者の状況及び
汚染拡大の有無

(確認時刻時分）

気象情報

(確認時刻時分）

周辺環境への影響

応急措置

被ばく者の状況
口無

口有： 鋪,芋‘圭窮専救助者名

汚染拡大の有無

口無
n右．

n無
同右．



･火災

･爆発

･漏えい

特記事項

項目

.．÷．0－．0.且且丘一一O-L-1L士二塁坐向へ4片Ll』GI半&口

項 目

放射性物質

放射線

【別紙1：輸送容器に関するパラメータの例】

確認時刻（日時分）

確認時刻（日時分）
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(付属資料2）

核燃料物質等の輸送に係る仮想的な事故評価について

1．想定する輸送物

・仮想的な事故評価において対象とする輸送物は、原子炉等規制法における規定に
基づき区分された輸送容器のうち、輸送容器内の放射能量等が多いB型輸送物及び
B型に次いで一定の放射能量を収納するA型輸送物とする。
○B型輸送物の例：使用済燃料、MOX燃料、高レベルガラス固化体
○A型輸送物の例：新燃料、濃縮UO2、濃縮UF6、天然UF6
○L型輸送物の例：低レベル廃棄物

○IP型輸送物の例：低レベル廃棄物（六ヶ所埋設）、再処理後回収ウラン

2．想定事象及び一般公衆への影響

想定事象としては、衝突事故、火災事故、落下事故等により遮へい性能及び密封
性能が劣化するような事象とする。臨界事故については、①輸送中、核燃料物質等
は輸送容器に収納されているため、原子力施設のように人為的な操作等が介在しな
いこと、②特別の試験条件を超える条件でも容器の水密性は維持されるが、仮に浸
水したとしても未臨界性は確保されることから対象としない。
なお、濃縮UF6の輸送物については浸水を考慮した評価は行われていないが、①

特別の試験条件を超える条件でも耐圧性能を有していること、②800℃、4時間
の耐火性能を有していること、③現状の輸送経路中、最も高い76mの高架から落
下した場合でも、特別の試験条件に包絡されることから、輸送容器の水密性は維持
され、未臨界性は確保されると考えられる。

(1)B型輸送物

①想定事象

イ）遮へい性能の劣化

使用済燃料輸送物が特別の試験条件である800℃、30分を超えるような火災
に遭遇し、中性子遮へい材が全損（特別の試験条件下では半損）することを
想定

ロ）密封性能の劣化

使用済燃料輸送物が特別の試験条件である非降伏面、9m落下を超える衝
撃を受け、燃料被覆管が100％破損することにより輸送容器からガス状放射性
物質が放出することを想定（風速1Ⅱゾs、大気安定度F)

②一般公衆への影響
イ）遮へい性能の劣化

表面から1xnで約4.5mSv/h、半径15mの距離で約0.25mSv/h(10mSvに達す
るまでに約40時間）、半径50mの距離で約20"Sv/h・

原子力緊急事態に至る遮へい性能の劣化（表面から11nでlOmSv/h)があっ
た場合には、半径15mの距離で10時間で5mSv程度。

ロ）密封性能の劣化

半径15mの距離で約16"Sv/h(10mSvに達するまでに約26日）、半径50mの
距離で約5"Sv/h・

原子力緊急事態に至る放射性物質の漏えいがあった場合は、半径15mの距
離で約5mSv以下（特別の試験条件下での許容値である漏えい率A2値/weekで
10時間放出）。
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③防護対策

イ）遮へい性能の劣化
ロープ等を用いて半径15mの範囲を立入禁止区域とし、士嚢等で遮へい対

策をする。

ロ）密封性能の劣化
ロープ等を用いて半径15mの範囲を立入禁止区域とし、シート等により拡

散防止対策をする。

(2)A型輸送物

①想定事象

イ）遮へい性能の劣化

A型輸送物の収納物自体は新燃料等の低線量放射性物質であるため想定し
ない。（収納物表面で20～50"Sv)

ロ）密封性能の劣化
天然UF6輸送物が800℃、30分を超えるような火災に遭遇し、耐火保護カ

バーが劣化して、収納物が放出することを想定

②一般公衆への影響

イ）密封性能の劣化

距離に依存せず100jLSv以下

③防護対策

イ）密封性能の劣化

初期消火後、ロープ等を用いて半径15mの範囲を立入禁止区域とし、シー
ト等により漏えい防止対策をする。

3．想定事象に対する評価結果

対象輸送物に法令の基準を超える事象を想定しても、輸送経路周辺の一般公衆の
被ばく線量が101nSvに達するまでにかなりの時間的余裕があること、対象輸送物は隊
列輸送が行われており多人数の輸送隊で構成されていること等を考慮すれば、この
間に事業者による立入禁止区域の設定、汚染・漏えい拡大防止対策及び遮へい対策
等が迅速かつ的確に行われることにより、原子力災害対策特別措置法の原子力緊急
事態に至る可能性は極めて低いと考えられる。
また、仮に原子力緊急事態に至る遮へい劣化又は放射性物質の漏えいがあった場

合に、一般公衆が半径15mの距離に10時間滞在した場合においても、被ばく線量は
5mSv程度であり、事故の際に対応すべき範囲として一般公衆の被ばくの観点から半
径15m程度を確保することにより、防災対策は十分可能であると考える。
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(付属資料3）

EPZについての技術的側面からの検討

「第3章防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」において、防災対策を重点

的に充実すべき地域の範囲(EPZ)として、各原子力施設の種類毎に、施設を中心

とした距離のめやすを示し、具体的な防災計画を作成する地域については、これを基

準に人口分布、行政区域、地勢等を考慮して定めることを提案した。

このめやすの距離を提案するために、技術的側面においては原子力施設からの距離

と周辺住民等の被ばくの低減のために必要な措置をとるための判断に用いる指標線量

との関連を検討した。

I 原子力発電所等のEPZについて

（昭和55年6月に検討されたものであるが、今回の事故等を踏まえても変更の必

要はないものと考える。）

1．第1図及び第2図に、昭和52年6月14日原子力委員会が決定した「発電用原子炉

施設の安全解析に関する気象指針」（本指針については、昭和55年10月の原子力安

全委員会発足に伴い原子力安全委員会が引き継ぐ）における基本拡散式から求めら

れた線量の相対値対風下軸上距離の関係を、それぞれ外部全身被ばくと小児甲状腺

被ばくについてまとめたものを示す。

両図は、最も高い線量を与えることとなる地表面放出、F型の大気安定度におい

て放出源から500mの距離における線量を1とした場合の放出源から風下方向への

距離による線量の低減割合を示すものである。ケーススタディとして両図には、最

も拡散しにくい型の大気安定度F型と最も拡散しやすい型の大気安定度A型の両方

の拡散傾向について地表面放出と地上高100m放出を選び示した。

なお、風速は1m/sとした。
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2．、第3図から第6図までに沸騰水型原子力発電所(BWR)及び加圧水型原子力発

電所(PWR)についての線量と風下距離の関係を示す。

これらの図を求めるに当たって放出条件としての放出高さはBWRは100m、P

WRは60mとし、放出継続時間は24時間とした。気象条件については、厳しい条件

を用いるとの観点から原子力発電所サイトの気象観測資料をもとに各サイトの各方

位毎の24時間毎の年間の相対濃度を算出し、各相対濃度を小さい順番に累積し、そ

の累積出現頻度が97％に当たる相対濃度を与える24時間以内の気象条件を選定した。

この放出条件及び気象条件を用い、BWR及びPWR別に単位放出率当りの最大

線量と距離との関連を求め、放出源から8肋及び10klnの距離において防護対策指標

の下限値（外部全身線量10mSv及び小児甲状腺の等価線量100mSv)となる希ガス及

びヨウ素の放出量を求めた。

したがって、これらの図に示される線量と距離の関係を示す拡散条件のパターン

は、現実にはめったに遭遇しない厳しいもの（線量を高めに与えるもの）であるこ

とに留意すべきである。

(1)第3図は、BWR発電所の拡散条件において放出源から10kmの距離で防護対

策指標の下限値（外部全身線量10mSv及び小児甲状腺の等価線量100mSv)となる

希ガス及びヨウ素の放出量を示したものである。

(2)第4図は、第3図と同様なものを放出源から8klnの距離について示したもの

である。

(3)第5図は、PWR発電所の拡散条件において放出源から10kmの距離で防護対

策指標の下限値（外部全身線量10mSv及び小児甲状腺の等価線量100mSv)となる

希ガス及びヨウ素の放出量を示したものである。

(4)第6図は、第5図と同様なものを放出源から8kmの距離について示したもの

である。

これらの結果は、放出源から8kln及び10mの区域の外側において屋内退避を必要

とするような放出量は、炉内内蔵量に対して希ガス100%及びヨウ素50%が格納容

器内に放出された際、格納容器から環境中に放出される量を相当に上廻る大きさで

なければならないこと、また、その際8kmと10kmとで対応する放出量に顕著な差は

ないことを示している。
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第3図外部全身線量及び小児甲状腺の等価線量(BWR)
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第4図外部全身線量及び小児甲状腺の等価線量(BWR)
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第5図外部全身線量及び小児甲状腺の等価線量(PWR)
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第6図外部全身線量及び小児甲状腺の等価線量(PWR)
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3．昭和54年3月28日に発生した米国のスリーマイルアイランド原子力発電所の事故

は、現在までの軽水型原子力発電所の事故としては、最悪のものとされ、緊急時対
策が講じられた例である。実際には、周辺公衆の個人の最大線量は、TMI敷地に

最も近い居住区域において事故期間中屋外に連続的に居続けたと仮定して、外部全
身最大線量lOOmrem(1mSv)以下と推定されている。

この事故の全期間中に放出されたとされている希ガスの全量は、1．8×106Ci

（6.7×1016Bq)(ガンマ線0.5MeV換算値)(ロゴビン報告(NUREG/CR-1250))とさ
れているが、この放出量の大部分は事故発生後7日間にわたり放出された。ここで

は、この放出量と同じ量の希ガスが、1日間で連続的に放出され、かつ、前述の
PWR型発電所で用いた現実にはめったに遭遇しない線量を高めに与える気象条件

を使用して解析を行うと、外部全身線量は、10km地点で7mSv程度、8km地点で

9mSv程度となり、当該区域の外側では、退避措置が必要となるような事態に至る

ことはないものと考えられる。

なお、TMI事故で、環境へ放出された放射性物質は、大部分が放射性希ガスで

あり、放射性ヨウ素は、殆んど施設内に止まっていた。

4．昭和61年4月26日に発生した旧ソ連のチェルノブイル原子力発電所の事故におい

ては大量の放射性物質が環境中に放出され、このため周囲30肋にわたって住民の避

難が行われた。この放射性物質の大量放出は、事故発生直後に原子炉の上部構造、

建屋等が重大な損傷を受け、この結果、放射能の「閉じ込め機能」が事実上完全に

失われたことに加え、炉心の黒鉛が燃焼し、火災となって放射性物質の高空への吹
上が生じて発生したものである。

この事故は日本の原子炉とは安全設計の思想が異なり、固有の安全性が十分では

なかった原子炉施設で発生した事故であるため、我が国でこれと同様の事態になる
ことは極めて考えがたいことであり、我が国のEPZの考え方については基本的に

変更する必要はないと考える。

(参考資料）

ソ連原子力発電所事故調査報告書

（昭和62年5月28日原子力安全委員会ソ連原子力発電所事故調査特別委員会）
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Ⅱ試験研究炉のEPZについて

1．第7図から第10図までに、試験研究炉についての、外部全身線量（γ線)10mSv

又は小児甲状腺の等価線量（ヨウ素)100mSvを与える放射性物質の放出量と風下距

離の関係を示す。

これらの図を求めるに際し、放出高さは設置許可申請書を基にし、放出継続時間

は、閉じ込め機能との関連から、低出力炉（熱出力500kW未満）用としては1時間、

中・高出力炉（熱出力500kW以上）用としては24時間とした。気象条件は、代表的

に日本原子力研究所東海研究所又は大洗研究所の気象観測資料をもとに、「発電用

原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（昭和57年原子力安全委員会決定）を適

用し、各方位毎の各距離毎の相対濃度を算出し小さい順番に累積して、その累積出

現頻度が97％に当たる相対濃度を与える気象条件を選定した。したがって、この気

象条件は現実にはめったに遭遇しない厳しいものである。

この放出条件及び気象条件を用い、低出力炉及び中・高出力炉別に外部全身線量

10mSv又は小児甲状腺の等価線量100mSvを与える放射性物質の放出量と距離との関

連を求めた。

(1)第7～8図は、中・高出力炉用の放出継続時間（24時間）において、防護対

策指標の下限値（外部全身線量lOmSv及び小児甲状腺の等価線量100mSv)となる

希ガス及びヨウ素の放出量を、放出高さ（20～80m)をパラメータとして示した

ものである。

(2)第9～10図は、低出力炉用の放出継続時間(1時間）において、防護対策指

標の下限値（外部全身線量10mSv及び小児甲状腺の等価線量100mSv)となる希ガ

ス及びヨウ素の放出量を放出高さ（0～10m)をパラメータとして示したもので

ある。

これらの結果は、EPZの外側において実効線量が10mSvとなるような放出量は、

安全審査における立地評価のための最大想定事故等の際に環境中に放出される量を

相当程度に上回る大きさでなければならないことを示しており、熱出力毎に設定し

たEPZについて、それぞれ十分な余裕を持って設定されていることを確認した。

また、特殊な試験条件等を有する施設である日本原子力研究所（東海）のJRR

－4（濃縮ウラン軽水減速冷却スイミングプール型試験研究炉）、日本原子力研究

所（大洗）のHTTR(低濃縮二酸化ウラン被覆粒子燃料黒鉛減速ヘリウムガス冷

却型高温工学試験炉）、日本原子力研究所（東海）のFCA(濃縮ウラン・プルト

ニウム燃料水平二分割型高速炉臨界実験装置）、㈱東芝のNCA(低濃縮ウラン軽

水減速非均質型臨界実験装置）については、個別に検討を行いEPZを設定した。
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中・高出力炉用の放出継続時間（24時間〉において、
防護対策指標の下限値を与える放出量（放出高さ別）

第7図

外部全身線量が10mSvとなる時の希ガｽのγ線放出量(0.5MeV換算糖）
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ｮ）において、
(放出高さ別）

中。高出力炉用の放出継続時間（24時間）におい
防護対策指標の下限値を与える放出量（放出高さ

第8図

小児甲状腺の等価線量が100mSvとなる時のﾖｳ素の放出量(I-131等価量）
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第9図低出力炉用の放出継続時間〈1時間）において、
防護対策指標の下限値を与える放出量（放出高さ別）

外部全身線量が10mSvとなる時の希ガｽのγ線放出量(0.5MeV換算値）
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第10図低出力炉用の放出継続時間（1時間〉において、
防護対策指標の下限値を与える放出量（放出高さ(放出高さ別）

小児甲状腺の等価線量が100mSvとなる時のヨウ素の放出量(I-131等価量）
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Ⅲ 再処理施設のEPZについて

（平成6年8月に検討したものであるが、今回の事故等を踏まえても変更の必要

はないものと考える。なお詳細については「再処理施設周辺の防災対策を重点的に

充実すべき地域の範囲について」（平成6年原子力安全委員会了承）による。）

再処理施設の万一の事故を想定すると、放射性エアロゾルの放出を念頭にいれて

おく必要があるが、EPZの検討に当たっては、エアロゾルについても「発電用原

子炉施設の安全解析に関する気象指針」（昭和57年原子力安全委員会決定）の拡散

式を適用できると考えられる。

第11図に、六ヶ所再処理施設について試算した線量と風下距離の関係を示す。

これらの図を求めるに当たって放出条件としての放出高さは150mとし、放出継続

時間は24時間とした。気象条件については、厳しい条件を用いるとの観点から、サ

イトの気象観測資料をもとに、各方位の24時間ごとの相対濃度を1年間に亘って算

出し、各方位において相対濃度を小さい順番に累積し、その累積出現頻度が97％に

当たる相対濃度のうち最大相対濃度を与える24時間の気象条件を選定した。

この放出条件及び気象条件を用い、主要な核種を全て包絡するとの観点から、溶

解槽における臨界の場合に放出されると評価される核種を対象に、放出源から5kIn

の地点において、実効線量が10mSvとなる放射性物質の放出量を、それぞれの核種

の単独放出を仮定して求めた。得られた放出量を第11図に併せて示す。

計算に当たっては、特に臨界事故の場合にその放出放射性物質の大部分を占める

極短半減期核種の、風下方向への時間減退による効果を無視している。

したがって、実際には、遠方になるに従い実効線量がより小さくなる。

万一の事故時においては、これらの核種が事故の形態に応じた割合で放出される

ことになるが、この計算の結果は、極めて大量の放出量を想定しなければ5伽の地

点において実効線量が10mSvになることはないことを示しており、例えば臨界事故の

場合においては、硝酸ガドリニウム溶液の注入等の事故拡大防止対策がなんらない

まま、102ofissionsを相当に上回るような事故規模にならなければこのような事態

に至ることがないことを示している。
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放出量は、それぞれの核種の単独放出を仮定すると、

（1）希ガス単独の堤合7‘1×10"(05MBV換算値）
（2）エアロゾル

Pu≦238単独の蝿合22×10'9
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54O×109

4.4×109

6.9×10M
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43×10n(1･131等価）
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子署等O.14"z(函界)、O.･22(火災><1
(＊1）ヨウ素のγ線の寄与を含めると1.1×10'7
<傘2）ヨウ素のγ緯の寄与を含めると0.17

第11図実効線量と風下距離の関係
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Ⅳ核燃料施設等のEPZについて

核燃料施設等(加工施設、臨界量以上の核燃料物質を使用する使用施設、廃棄施

設)については、放射性エアロゾルの放出を念頭にいれておく必要があるが、これに

ついては再処理施設に係るEPZの考え方が参考となる。また、EPZの妥当性を

検証するために念のため臨界事故についても考慮することとするが、これらの施設

で臨界事故の発生の可能性を直ちに示すものではない。

これらの考え方を踏まえ、核燃料施設等のEPZについて施設の特質等に着目し

て検討を行った。

1．第12～13図に、核燃料施設等についての、実効線量と風下距離の関係を示す。

これらの図を求めるに当たっての放出条件としての放出高さは地上放出(0m)

とし、放出継続時間は1時間とした。気象条件は、代表的に日本原子力研究所東海

研究所の気象観測資料をもとに、各距離毎に、方位毎の毎時刻の相対濃度を1年間

にわたって算出し小さい順番に累積して、その累積出現頻度が97％に当たる相対濃

度のうち最大の濃度を与える気象条件を選定した。

この放出条件及び気象条件を用い、代表的な核種として、濃縮度5％のウラン及

びプルトニウムについて、放出源から500m及び50mの距離において実効線量が10m

Svとなる放出量を求めた。

これらの拡散条件のパターンは試験研究炉の場合と同様、現実にはめったに遭遇

しない厳しいものである。

(1)第12図は、濃縮度5％ウラン及びプルトニウムについて、500mの地点で実効

線量10mSvとなる放出量を示したものであり、濃縮度5%ウランの場合は15kgU、

プルトニウムの場合は260mgPuとなる。

(2)第13図は、濃縮度5％ウラン及びプルトニウムについて、50mの地点で実効

線量10mSvとなる放出量を示したものであり、濃縮度5%ウランの場合は2809U、

プルトニウムの場合は4.7mgPuとなる。

これらの結果は、EPZの外側において実効線量が10mSvとなるような放射性物

質の放出量は、安全審査における立地評価のための最大想定事故等の際に環境中に

放出される量を相当程度に上回る量でなければならないことを示している。
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第12図工アロゾルによる実効線量(500m)
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諭3図工アロゾルによる実効線量(50m)
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2．第14～15図に、仮想的な臨界事故の影響の評価を示す。

これらの図を求めるに当たって使用した条件は以下のとおりである。

○臨界事故の規模・態様

・総核分裂数：1019個:JCO東海事業所臨界事故の規模(2.5×10'8Fission)を
上回るものであり、また米国においても臨界事故の影響を検証する際に用いられ

ているものである(NRCRegulatoryGuide3.34及び3.35)。濃縮度5%ウランの

溶液系で発生したと仮定して、線源は臨界質量の体積である75リットル(60kglD
の球形とし、時間分布は初期バーストが0.5秒間に1.0×1018個、その後10分間隔

で1．9×1017個の核分裂反応が47回発生して、8時間継続するものとする(NRC

RegulatoryGuide3.34の条件を使用）。

○施設からの放射線による被ばく

・考慮する被ばく：核分裂反応による中性子線、γ線、これらにより発生する二次

γ線について1cm線量を一次元Sn計算コードANISNで計算し求めた。

・遮へい・減衰条件：ウラン溶液、臨界事故が発生した設備等（ステンレス鋼厚さ

3mmと設定）、施設内外の構造物等（施設遮へいだけでなく、周辺構造物等の効

果も含め、コンクリート厚さ30c湘当と設定）、空気中に含まれる平均的な水蒸

気(1m3当たり159)による遮へい・減衰を考慮した。

○施設から放出される放射性プルームによる被ばく

・考慮する被ばく：核分裂生成物のうち、希ガス100%、ヨウ素25%が8時間のう

ちに放出されると仮定する（同NRCRegulatoryGuide3.34)。

、放出条件：放出高さは地上放出(Om)とした。建屋内の換気率等を考慮して、

施設から放出されるまでの時間を10分間と設定し、その間の減衰を考慮した。

・気象条件：代表事例として、放射性物質の放出計算と同様、日本原子力研究所東

海研究所（茨城県東海村）の累積出現頻度97％を用いた。また、地上放出である

ため、建屋等の風下方向の投影面積（代表例として1,000㎡の矩形と設定）によ

る補正を行った。

(1)第14図は、施設からの放射線による外部全身線量と距離の関係を示したもの

である。

(2)第15図は、施設からの放出された希ガス及びヨウ素による外部全身線量及び

小児甲状腺の等価線量を示したものである。
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'･個における施設からの放射線第14図核分裂総数が1.0×10
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第15図核分鋤総数が1.0×10'9個における施設からの放出放射性物質
(希ガス、ヨウ素）による線量
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これらの結果は、施設から風下距離500mにおいて、外部全身線量についての防

護対策指標の下限値である10mSvを下回るが、小児甲状腺の等価線量についての防

護対策指標の下限値である100mSvを計算上は超え、120mSv程度となることを示し

ている。

しかしながら、これらの結果を求めるに当たっては、臨界事故の規模を総核分

裂数l.0×1019個とし、施設から放出される放射性プルームによる被ばく量の計

算では、核分裂生成物のうちヨウ素25%が放出されると仮定するなど十分な余裕を

持った仮想的な臨界事故を仮定している。

よって、ICRP1990年勧告の取り入れを踏まえても、従来の加工施設等のEPZ

のめやすの距離である500mは、十分な余裕を持って定められた距離であり、変更

の必要はないものと考える。

なお、JCO東海事業所臨界事故では、核分裂総数2.5×10'8個、核分裂生成

物のうちヨウ素5%以下が施設内に放出された。

廃棄施設においては、臨界事故の発生の可能性は考えられない。

3．平成11年9月30日に発生したJCO東海事業所臨界事故は、我が国で初めて周辺

住民の避難や屋内退避等の対策が講じられた事故である。

この臨界事故は、濃縮度18.8％の硝酸ウラニル溶液16.6kgUを形状管理されてい

ない沈殿槽に注入した結果発生したものであり、この臨界による総核分裂数は2.5

×10'8個と評価されている。

．この事故による周辺環境の影響について、大気中に放出された放射性物質（希ガ

ス及びヨウ素）による影響は、周辺環境の中で最も大きな線量となる地点の実効線

量が0.1mSv程度と評価されており、また、臨界反応により生じた中性子線、ガンマ

線による放射線量が、臨界反応収束までの約20時間の積算で、80mの地点で92mSv、

200mの地点で7.9mSv、500mの地点で0.29mSvと評価されている。このことから、

実際の臨界事故の際には、周辺環境の建屋等が大きな遮へい効果を有し、上記の計

算結果以上に距離による低減が期待できると考えられる。

なお、この事故では、核分裂によって生成した希ガス及びヨウ素は、環境にはほ

とんど放出されず（希ガス約8×10'2Bq/h，ヨウ素約1×10''Bq/h)、沈殿槽のほか

施設内に止まっていたと推定されている。
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V

(参考資料）

ウラン加工工場臨界事故調査委員会報告

（平成11年12月24日原子力安全委員会ウラン加工工場臨界事故調査委員会）

EPZに係るその他の検討事項

(1)最低限のEPZの考え方

EPZ検討の対象とした施設には、災害に至るような異常事象がほとんど考えら

れず、屋内退避等の住民の防護措置を必要とするような範囲をあえて想定すること

が困難な施設もあるが、このような施設においても、防災対策の実施面の観点から

は、念のため、ある程度の裕度を持ってあらかじめ対策を準備しておくことが重要

と考えられることから、その範囲としては50m程度が適当とした。

(2) 施設敷地内にEPZが包含される場合等の防災対策の考え方

施設のEPZが事業所敷地内に包含される場合、当該施設の事故により、事業所

外で屋内退避を必要とするような被ばくが生じることは基本的には考えられない。

したがって、その場合、当該施設に係る事業所外での対応については、発生した

事故の通報連絡、住民広報等の措置を準備しておけば十分と考えられ、住民に対す

る防護措置や緊急時医療等の準備を講じておく必要はないと考えられる。また、緊

急時モニタリングについては、住民の防護措置の検討という観点以外に、周辺環境

への影響の確認の要素もあるため、ある程度の体制を準備しておくことも必要であ

ると考えられる。

また、EPZ内に住民等が居住しないことが明らかな場合には、同様の考え方が

適用できる。

－83－



(付属資料4）

原子力施設等の異常時の通報基準、緊急事態の判断の基準について

1．基本的考え方

平成11年9月30日に発生したウラン加工施設における臨界事故を受け、同年

12月に成立した原子力災害対策特別措置法においては、災害対策基本法、原子炉

等規制法等と相まって、原子力の特殊性に応じた対応策を講じることとなった。

その中で、原子力事業者に対し、敷地境界付近での一定の水準以上の放射線量の

検出その他の事象の発生について、国、自治体への通報義務を課すとともに、国が

緊急事態宣言を発出し、対策本部を立ち上げる際の基準として、敷地境界付近での

一定水準以上の放射線量の検出その他の事象について規定することとなった。

かかる放射線量あるいは事象については、初動の迅速性を確保するためのもので

あるため、その事態の発生が客観的に特定できることが重要であることから、放射

線量については、推定方法による不確定要素がある予測線量ではなく、実測値で得

られる線量率をベースとした規定とすることとし、事象についても、可能な限り具

体・定量化を図ることとした。この際、排気筒等での放射性物質の濃度等について

は、原子炉等規制法に基づき管理がなされていることから、基本的には同法に基づ

く管理手法（測定器、測定方法等）を活用することとし、また、平常時の変動レベ

ルにも考慮する必要がある。さらに、これらの放射線量又は事象については、原子

炉等規制法に基づく保安規定等において通常許可されている状態を超えることが原

則であるが、迅速性を確保するために、例えば電源喪失の継続時間等について短時

間のものであっても、あえて通報の対象とするなどの内容としている。

なお、当然ながら、実際の防護活動を実施するに当たって、予測線量については、

緊急事態宣言後の各種具体的対応を判断する際の重要なファクターとなるため、国、

原子力事業者等が実際の活動においてこれを活用することが有効である。
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2．原子力施設等の異常時において事業者が通報すべき基準（特定事象の通報）
(1)-1敷地境界付近の放射線量（線量率）

1地点で10分以上5マイクロシーベルト毎時以上を検出するか、あるいは2地点
以上で5マイクロシーベルト毎時以上を検出する場合
（ただし、落雷による検出は除く）

（説明）

JCO東海事業所臨界事故の教訓を踏まえれば、単位としては、屋内退避等の指
標に用いられるシーベルトとして取り扱うことが、関係者の理解のためにも妥当で
あり、米国との整合性も担保される（※1）。

また、正確性を担保するためには、瞬時にのみ検知されるような事象を排除する
こと及び機械の誤作動等を排除するためにも、1地点の検知には米国のように継続
性の概念を導入しつつ、2地点以上では同時検出の場合速やかにとする。なお、落
雷については、2地点以上で同時に高レベルの線量率を計測することがあり、これ
については現象としても明らかであることから明示的に除外する。

また、継続時間については、米国では異常事象の通告で60分、警戒態勢では1
5分としているが、通報が迅速性を必要とされるものであること及び測定の実効性
の観点から、10分間とすることが妥当（※2）。

放射線量の基準としては、①防災の観点からの通報であり、いわゆる通常のトラ
ブルは対象でないこと、②防災指針、国際基準との整合性をとるという観点から検
討する。

その場合、米国では、事業者の基準(NEI)として、通常のトラブルも含めた
「異常事象の通告」として「1マイクロシーベルト毎時(60分以上）」、防護活
動の準備を開始する「警戒態勢」として「100マイクロシーベルト毎時（15分
以上）」を定めており、我が国の原子力災害対策特別措置法に基づいた通報という
観点からは、この間に設定することが適当。

さらに、現在の防災指針では、自治体が独自に防護対策の準備を開始するめやす
として「γ線で10マイクログレイ毎時」を提案しているが、かかるめやすの趣旨
を踏まえれば、通報レベルとしては、その前段階に設定するのが適当。したがって、
本法に基づく国、自治体への通報事象は「5マイクロシーベルト毎時」とすること
が適当。

γ線については1グレイ＝1シーベルトとするのが適当。
10分については、我が国の放射線測定設備の基本測定単位が、通常2分積
算以下で行われており、ある程度の継続性を見るという観点及び自治体のデ
ータ管理が10分単位で行われていること等も踏まえ、実効性を有するもの。

１
２

※
※
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(1)－2測定方法

モニタリングポストは、γ線の測定を行うものとし、必要に応じ、可搬式の中性子線
"I1－洲土窪l>1-･ス相11号芒浄介〒弓

（説明）

敷地境界付近での線量測定は、異常事象を外部で迅速に把握するために行うもの
であるが、①中性子線は臨界事故を想定すればよく、かつその放出と同時にあわせ
てγ線も検出されること、②α線、β線の直達線はその透過性が低いことから考慮
する必要がなく、α、β核種の放出は別途定める事象の中で放出量等を測定するの
が適当であることから、敷地境界周辺で測定するのはγ線のみで十分である。
なお、念のため、1マイクロシーベルト毎時のγ線が検出された場合には、原子

力事業者に可搬式の測定器が原子力防災資機材として義務づけられており、それを
用いて中性子線を測定することにより、万全を期すこととすればよいと考えられる。

(1)－3測定設備の設置台数

2合以_上とする。

（説明）

現在、原子炉等規制法等に基づき、原子力発電所等の一部の施設には敷地境界の
放射線量の測定を行う施設が設置されているが、これらは、平常時における周辺へ
の放射線影響を常時監視する必要がある施設について行っているものである。一方、
原子力災害対策特別措置法においては、敷地境界付近の異常な放射線量の通報を行
うという観点から放射線測定設備の設置を義務づけており、この目的に必要な設備
台数を検討すべきである。

今回の法律では、異常事象については、かかる線量測定とともに、施設内部の異
常事象に基づく通報を義務づけており、これらについては、原子炉等規制法等に基
づき施設内に設置された放射線管理設備及び今回の法律で義務づける資機材等で検
出が可能となっている。したがって、敷地境界付近で放射線量を迅速にとらえられ
るような事象としては、（その発生の有無は別として、）技術的には臨界事故が考
えられるが、この場合においては等方向に放出される直達γ線の測定が重要となり、
これは、施設の形態にかかわらないことから、これを検出するために必要な常時測
定設備は1台で十分である。

しかしながら、今回の法律では、モニタリングポストの故障等も考慮し、2地点
以上での検出を通報の対象としたことから、2台以上の設置が適当である。
なお、モニタリングポストが施設の近隣（他の原子力事業者、都道府県等の設置

のポスト）にあれば、データを自ら監視できる状況にする等一定の条件の下に、自
らが設置しなくてもよいこととするのが適当である。
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(2)特定事象の考え方

①排気筒等の通常放出部分で、一定以上の放射性物質が放出された場合
②管理区域で火災、爆発等があり、排気筒等の通常放出部分以外の部分の閉じ込め

機能の異常が発生し、一定以上の放射性物質又は放射線が放出された場合（輸送
容器の場合は容器外に異常な放出があった場合）

③臨界事故の発生またはそのおそれ

（原子炉（臨界実験装置を含む）での臨界は除く）

④中央制御室等の施設の管理施設が運転不能になった場合

⑤その他、原子力発電所等事前の兆候を把握できる施設の固有の事象

（説明）

米国のregulatoryguide3-67においても、核燃料サイクル施設に共通した事象と
して、

a)放射性物質あるいはその安全装置に影響が出るおそれがある火事、自然災
害、事故

b)施設内の放射線量上昇、空気の放射性物質による汚染が制御不能で通常レ
ベルの100倍となる事態

c)核物質防護機能等の15分以上の喪失

d)使用済核燃料容器の容器あるいは取り扱い施設の損壊による放射能漏れ
e)特定核燃料物質が、臨界管理上の質量制限値を超えて不安定な容器に滞留

していることを発見したときあるいはその他の原因で臨界事故が発生する
おそれがあるとき

f)その他、事業者の緊急時対応組織を立ち上げなければならない事態
が設定されている。これらは、発電所、再処理施設等にも展開が可能であり、

a)、b)及びd)を①及び②に、c)を④に、e)を③に分類した。
さらに、これを具体・定量化すると、

①排気筒等の通常放出部分での放射性物質の放出

基本的な考え方としては、周辺監視区域外での放射性物質の濃度限度（年間1ミリ
シーベルト）に達するような放射性物質の放出が排気筒等で検出される状況をベース
として、放射性物質の種類に応じ、以下のような基準を導入する。

＜①－1排気（気体等）＞

排気（※1）については、放出濃度(Bq/cm3)をリアルタイムで測定して
いる放射性物質については、排出場所（排気筒）の拡散を見越した係数（※2）及
び通常時の変動（※3）を考慮した値が、10分間以上継続して検出されたことと
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する。この値は、最大となる地点で5マイクロシーベルト毎時が10分間継続する

ことに該当する。

また、累積放出量(Bq)をリアルタイムで測定している放射性物質は、敷地境

界周辺において一定の被ばく線量(Sv)(X4)に該当する累積放出量が短期間

（※5）で検出されたこととする。この場合においては、排出場所（排気筒）の拡

散のみを見越した係数を考慮する。この値は、1回の事象によって最大となる地点

で50マイクロシーベルトの線量に該当する。

※1放出濃度を測定しているものには、希ガス等があり、累積放出量を測定して

いるものには、ウラン、プルトニウム、ヨウ素等があり、これらの測定形態に

応じて基準を適用することとなる。ただし、ヨウ素については、濃度測定の場

合もあり、この場合には放出濃度による管理を適用することができる。

※2「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（昭和57年原子力安全委

員会決定、平成元年3月、平成6年4月、一部改訂）のⅥ「想定事故時の大気

拡散の解析方法」等に基づき、排気筒高さと敷地境界までの距離による変動係

数を算定（別添1）

※3年間1ミリシーベルトの管理は、原子炉等規制法上は3ケ月平均の値で行っ

ているため、放射性物質の濃度については通常時の変動も考慮して50倍の幅

を持たせることとする。なお、この50倍の意味としては、放射線業務従事者

に適用されるレベルである。なお、通報は、迅速性を確保する観点から10分

間の検出で行うこととし、仮にこの濃度が10時間継続しても、最大地点で5

0マイクロシーベルトとなるレベルである。

※4緊急時のレベルとして、防護活動の目安となる10ミリシーベルトの半分の

5ミリシーベルトを仮定し、その1/100の50マイクロシーベルトとする。

なお、ウラン、プルトニウム等のα核種については、その測定に当たり、大き

なバックグラウンドとなるラドン、トロンの影響を考慮する必要があり、ある

程度の累積放出量がないと測定できないものである。

※5通常の放出でも単純平均で500時間で50マイクロシーベルトに到達しう

るが、濾紙は通常3～7日程度で交換しており、ある濾紙において急激に検出

されることが目安となる。また、この場合にはcpsによる測定を行っており、

増加傾向はリアルタイムで把握できる。

＜①－2排水＞

排水については、周辺監視区域外で放出されているものであり、通常時の変動の

みを考慮した値を検出したこととし、放出の継続時間は10分間以上とする。この

値は、敷地外で5マイクロシーベルト毎時が’0分間継続することに該当する。

ただし、再処理施設の排水については、原子炉等規制法上も海中の管を経由した

拡散を見越し、累積放出量(Bq)で管理する別の体系とされていることから、別

途基準を定めることとし、この基準としては、上記排気の事象での放出の考え方を
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用い、1回の放出で外部に50マイクロシーベルトの影響を与える放出を行った場

合とする。

なお、排水については、全ての核種についてバッチ式で濃度管理を行った上で放

出していること、バルブを閉めるなど異常時の対応が容易であること、実態上は想

定している以上の希釈効果が期待できることから、実際に原子力災害が発生する可

能性は極めて小さい。

②火事、爆発等に起因して閉じ込め機能が喪失し、放壌性物質又は放鳥線が放出

基本的な考え方としては、アスファルト固化施設の爆発等の状況において、管理区

域外の部分（管理区域周辺あるいは輸送容器周辺）において、一定以上の放射線又は

放射性物質が放出されたこととする。

＜②－1管理区域周辺での放射線量＞

原子力事業所の放射線量については、50マイクロシーベルト毎時（敷地境界付

近の通報線量基準（5マイクロシーベルト毎時）の10倍の値（※1））が、事業

所内の管理区域周辺で10分間継続することとする。この場合においても、放射線

量は距離の2乗に反比例することから、周辺への影響は小さい。

※1当該放射線量が10時間継続しても、事業所内の管理区域周辺において

0．5ミリシーベルト程度である。

＜②－2管理区域周辺での放射性物質の濃度＞

原子力事業所の放射性物質については、周辺監視区域外での空気中（※1）の放

射性物質の濃度限度（年間1ミリシーベルト）の50倍にあたる放射性物質の濃度

が、事業所内の管理区域近傍で検出される状況とする（※2）。この値は、管理区

域周辺で5マイクロシーベルト毎時が検出されることに該当する。ただし、実際の

現場におけるサンプリングの困難性を考慮し、継続時間の概念は導入しないととも

に、これに相当するおそれのある事象が発生した状態も通報事象とする。この場合

においても、管理区域と敷地境界との間での拡散を考慮すれば、周辺への影響は小

さい。

※1火災、爆発等を伴った管理区域外での排水の漏えいについては、かかる事象

が単独で発生することは想定しがたく、仮に発生しても気体放出を伴っている

ことが想定されること、さらには敷地外への広がりが極めて小さい排水の漏え

いのみの事象は原子力災害への発展の可能性という観点からは対象とする必要

がないと考えられることから、ここでは除外する。
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※2ここでは、爆発等による施設の異常事態を前提としているため、拡散の概念

は導入しない。なお、当該濃度が10時間継続しても、事業所内の管理区域周

辺において50マイクロシーベルト程度である。

＜②－3輸送＞

輸送については、火事、爆発その他の状態が発生した上で、通常時の輸送条件と

して定められている値、事象（※1）以上の場合を通報対象とする。この場合にお

いても、距離による減衰効果や簡易な遮へい対策等により、周辺に与える影響は小

さい。

※1放射線量については、通常輸送時の条件である、「容器から1m離れた地点

で100マイクロシーベルト毎時」を基準とし、放射性物質については、通常輸送

時又は一般試験時の条件を超える「放射性物質の漏えいがあったこと又はそのおそ

れ」を採用する(B型輸送容器では一定値が許容されているが、漏えいがあった場

合には通報を行う。）

③臨界事故またはそのおそ〉/し

形状や質量管理が物理的に機能しない状態となり､臨界が起きる蓋然性が高くなる

ことは、事象として明確であり、（実際に発生するかどうかは別として、）突発的に

臨界が起きるような場合には、既存のγ線のエリアモニタ等原子力事業者の警報装置

の運用等で検知・把握し、通報する。

なお、技術的には、遮へい効果の大きい再処理施設等における臨界事故の場合には、

モニタリングポストでは検知されないこともあるが、核分裂生成物の施設外への影響

も考えられることから、通報を行う必要がある。

④施設の管理施設の不能

①から③の事象が検知されない場合であっても、原子炉制御室等（※1）について

は、施設の運転が不能となることにより放射性物質又は放射線の放出の危険性が高ま

るものとして規定する。

※1施設の技術基準上、制御室が設けられている原子炉、再処理施設の当該施設

を対象とする。
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凧讓お国看あ事罰

原子力発電所等においては、①、②で定める直接的な放出事象に至る前に、止める

機能、冷やす機能の喪失による炉心の溶融又は使用済燃料からの放射線等の放出への

おそれを確実に検知できる事象を個別の事象として設定する。また、この場合、多重

防護システムがあるため、単一故障ではない事象とする。なお、これらの事象は、い

ずれかの段階で①に定める事象となる可能性を有するものである。

具体的には、発電炉、もんじゆ、ふげん、常陽（大型原子炉）については、

止める機能の喪失：非常停止が必要な場合における制御棒による緊急停止失敗

冷やす機能の喪失:ECCS作動が必要となる原子炉冷却材の喪失

これに類する事象：全交流電源（外部電源十非常用DG)が一定時間喪失

非常用直流電源系が一系統（直流交流変換装置及びバッテリーの

故障による）まで減少した状態が一定時間継続

使用済燃料が露出する燃料プールの水位低下

この他、施設のタイプに応じて類似事象を規定する。

なお、電源喪失については、迅速な初期動作が重要という観点から、5分間の継続

で通報対象とした。

また、使用済燃料が露出する以前の燃料プールの水位低下については、事業所内で

放射線量が高くなるが、その時点ではあくまで管理区域内のものであることから、露

出した時点で通報事象とした。

研究炉については、原子炉の非常停止が必要な場合に全ての原子炉停止系による非

常停止に失敗すること、または全ての原子炉冷却系による冷却に失敗することとする

（電源喪失については、これが起きた場合であっても、停止系又は冷却系が機能して

いることから、通報事象としては規定しない）。

再処理施設は、電源喪失事象及び使用済燃料のプールの水位低下を規定する。
ｒ

[具体像・・別添2］
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3．緊急事態の判断の基準

（1）敷地境界付近の放射線量（線量率）

1地点で10分以上500マイクロシーベルト毎時以上を検出するか、あるいは

2地点以上で500マイクロシーベルト毎時以上を検出する場合

(ただし、落雷による検出は除く）

（説明）

放射線量の基準としては、①国際基準との整合性をとること、②避難等防護措置

の観点から十分余裕があること、③今回のJCO東海事業所臨界事故が確実に対応

できること、という観点から、米国において、対応策の協議、所外モニタリング等

を開始する「サイト緊急事態」段階における「1ミリシーベルト毎時（15分以

上）」をベースとして、線量は500マイクロシーベルト毎時(X1)とし、継続

時間は、通報と同様に10分とする。

なお、今回のJCO東海事業所臨界事故で計測されたガンマ線で840マイクロ

シーベルト毎時（中性子線で4．5ミリシーベルト毎時）は、緊急事態と判断して

緊急事態宣言を発出し、国の原子力災害対策本部を立ち上げるレベルとなる。

また、TMI事故を本基準に比較した場合、敷地周辺付近で当日午前に70ミリ

レントゲン毎時（＝およそ600マイクロシーベルト毎時）を計測しており、その

場合にも国の原子力災害対策本部を立ち上げるレベルとなる。

※1この線量率は、20時間継続した場合に敷地境界付近において防護対策を考

慮すべき10mSvに達するレベル

(2)事象

①排気筒等の通常放出部分で、一定以上の放射性物質が放出された場合

②閉じ込め機能に異常が生じた場合において、一定以上の放射性物質又は放射線が

放出された場合

③臨界事故が発生した場合

④その他、原子力発電所等で外部への大量の放出に至る兆候を示す事象が発生した

場合

（説明）

基本的な考え方として、避難等の防護措置の観点から十分余裕があること等を考

慮し、放射性物質又は放射線の放出に係る事象を設定した。なお、通報対象となる

事象は、かかる基準の1/100となる。
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今

①排気筒等の通常放出部分の放射性物質の放出

排気筒の放出でこの濃度が20時間継続した場合に、最大となる地点で10ミリシ

ーベルトに相当するレベルである、500マイクロシーベルト毎時に該当する基準と

する。なお、実際の風向、風速等を考えれば、さらに十分な時間的余裕があるものと

考えられる。

なお、排水については、基準値は設定するが、拡散による希釈効果等も考えられ、

実際に原子力災害が発生する可能性は極めて小さい。

②火事、爆発等に起因して閉じ込め機能が喪失し、放身性物質又は放身線が放出

＜②－1管理区域周辺での放射線量＞

原子力事業所の放射線量については、事業所内の管理区域の周辺付近で5ミリシー

ベルト毎時の線量（10時間継続した場合には50ミリシーベルト）とする。なお、

直達線による影響は距離の2乗に反比例して減衰することから、住民の防護活動に十

分な余裕があるものと考えられる。

＜②－2管理区域周辺での放射性物質の濃度＞

原子力事業所の放射性物質については、事業所内の管理区域周辺で当該濃度が20

時間継続した場合に、当該場所で10ミリシーベルトとなるレベルである、500マ

イクロシーベルト毎時に該当する基準とする。なお、実際の拡散はさらに見込めるこ

とから、住民の防護活動に十分な余裕があるものと考えられる。

＜②－3輸送＞

輸送については、火災、爆発その他の状態が発生した上で、放射線については、

「1m離れた地点において10ミリシーベルト毎時(X1)」が放出されたこととし、

放射性物質については、特別の試験条件下の基準以上（※2）の放出があった場合及

びこれに相当する事象とする。なお、この場合であっても、距離による減衰による効

果及び簡易な遮へい対策や漏えい拡散防止対策を見込むことが可能であり、周辺に与

える影響は小さい。

なお、輸送については、基準は設定するが、輸送容器の強固性を考慮すれば、実際

に原子力災害が発生する可能性は極めて小さい。

※1特別の試験条件下における基準値に該当。

※21m離れた地点において30分間で被ばくする量が50ミリシーベルトとな

るような放射性物質の放出量（技術基準上のA2値。ただし、収納物の形態に

応じたものとする）
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画一霊界菫調

臨界事故があれば即座に緊急事態と判断し、国の原子力災害対策本部を立ち上げる

こととする。

…お菫罰

原子力発電所等においては、敷地周辺のモニタリングポスト、排気筒等の測定で①、

②のレベルには達していなくても、施設内において甚大な放射性物質の放出を示す状

況があり、かかる事象を個別に規定する。また、これらの事象は、基本的には特定事

象が進展した状態とする。なお、TMI事故は、施設外の線量検知の前に、炉心が溶

融しており、かかる状態の発生が国の原子力災害対策本部立ち上げのレベルとなる。

[具体像．.･別添2］
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別添1

１
，
，
１

あっては、その有効高さを用いることができる。

この係数は濃度限度を単位時間あたりの放出風量で除した値に乗ずるものとし、かつ、Bq/㎡をBq/sに換算する場合に用いるものとする。
通報は、こうして得られた値の放出が10分以上継続して行われた場合に行うものとする。

２
３

注
注

排気筒菖盾の放射1上物質のiM定を行っている場所から 散地境界までの才平距離(m)
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発1，片注1

あっては、その有効高さを用いることができる。

この係数はBq/m｡をBqに換算する場合に用いるものとする。
通報は、こうして得られた値の放出が1回の事象によって行われた場合に行うものとする。

２
３

注
注

（3）再処理事業者以外の事業者の放射性物質に関する水中の濃度に乗ずる係数50
注1通報は、こうして得られた値の放出が10分以上継続して行われた場合に行うものとする。

（4）再処理事業者の排水についての通報は、外部に50マイクロシーベルトの影響を与える放出が1回の放出によって行われた場合に行うものとする。

排気筒尊屑の放射↑E物質の；Iﾘ定を行っている場所から 敷地境界までの亦平距離(m)
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原子力防災法に係る施設毎の通報及び緊急事態の関係

’’

－97－

施設名 通報 原子力緊急事態

大規模

原子炉等

(共通事象）

原子炉の運転中に全ての交流電源が喪失し、

かつ、その状態が5分以上継続すること
■ 』ⅡT1DDqⅡ'一ーー一一一一一ーーー一一一一一ー一一』■■■I■■■一一一■

原子炉の運転中に非常用直流母線が一とな

り、かつ、蓄電池又は交流直流変換装置の

機能喪失により、当該母線に供給する電源

が一となる状態が5分以上継続すること
b-all-bd,ID一一4■■ーーー一一一一ーーーーー■■■一一．■■ー一一一ー－－－．

－

D-qD-bdD一一一．■■ーーー一一一．■■ーーー■■■､一一一．■■ーー一一一一.■■一一.

一

1ー■Iーし一一.■■一一一一一.■■一一ーー一一一一一一ー一一一一一一.■■1

串■■■■

－－ⅡーB,1--一元一一.■■一ー一－一一一一ーー一一.■■一一ーー一一ー一一一

照射済み燃料集合体の貯蔵槽の液位が、当

該燃料集合体が露出する液面まで低下する
一
」 と

(下記に包含）

､－4，ﾛｰBddb-dl-1D一一一■■■一ーー一一■■■一一一一ーー一一一ー‐

原子炉の運転中に全ての非常用直流電源が

喪失し、かつ、その状態が5分以上継続す
る

一
」 と

4一一p4一→ｲーー一一可d■■一一ーーーー一一一一ーー一一一.■■ー一卓

原子炉格納容器内の放射線量の変化等を検

出し、炉心溶融を検知すること
b=4hd4,-bdIレーーーーロ■■一一．■■ー一一一.■■一ーー一一一一一ー一■

原子炉の停止中に原子炉冷却材の液面の変

化等を検出し、原子炉内の照射済み燃料集

合体の露出を検知すること
'三4hL■,卜Dqlp-ｰ■■■一。■■ーーq■■一一一。■■Ⅱ■■ーー一一.■■一ーーー｡■■■

原子炉制御室及び原子炉制御室外からの原

子炉停止機能の喪失その他の原子炉を安全

に停止することが不可能となること
1ー－刃14－－，｜qー一一.■■d■■4■■ーーー一一一一一ーー一一一.■■ー一一一｡

(線量等で検知）

原子炉の非常停止が必要な場合において、

原子炉を停止するすべての機能が喪失する

こと

原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作

動を必要とする原子炉冷却材の喪失が発生

した場合において、すべての非常用炉心冷

却装置の作動に失敗すること又は原子炉格
納容器内の圧力が当該格納容器の設計上の

最高使用圧力に達すること

原子炉の運転中に原子炉への給水が喪失

し、かつ、すべての非常用炉心冷却装置の

作動に失敗すること

原子炉の非常停止が必要な場合において、

制御棒による原子炉の停止に失敗すること

原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作

動を必要とする原子炉冷却材の喪失が発生

すること

原子炉の運転中に原子炉へのすべての給水

が喪失し、かつ、非常用炉心冷却装置（原

子炉へ高圧で注水する系に限る。）が作動

しないこと



PWR

FBR

琴
らの熱除去が不可能になり、かつ、原子炉

から残留熱を除去する機能が喪失すること

（共通事象）

原子炉の停止中に原子炉容器内に照射済み

燃料集合体がある場合において、原子炉の

水位が、非常用炉心冷却装置の作動水位等

まで低下すること

原子炉の非常停止が必要な場合において、

制御棒による原子炉の停止に失敗すること

原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作

動を必要とする原子炉冷却材の喪失が発生

すること

｡ ■■－4■■ーー一一一一．■■4■■ーーーー一一一一一一一■■■ーーーー一一一一一一一一

原子炉の運転中に蒸気発生器へのすべての

給水機能が喪失すること

lE4h一■ローーーーーーーーロ■■一一一．■■ーー－－ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 ■ ■

(共通事象）

原子炉の停止中に原子炉容器内に照射済み

燃料集合体がある場合において、原子炉冷

却材の水面の低下により、原子炉から残留

熱を除去する機能が喪失すること

原子炉の非常停止が必要な場合において、

原子炉を停止する機能が喪失すること

原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作

動を必要とする原子炉冷却材の喪失が発生

した場合において、全ての非常用炉心冷却

装置の作動に失敗すること又は原子炉格納

容器内の圧力が当該格納容器の設計上の最

高使用圧力に達すること

原子炉の運転中に蒸気発生器への給水機能

が喪失した場合において、蒸気発生器によ

る原子炉からの熱除去が不可能になり、か

つ、原子炉への注水機能が喪失すること

原子炉の運転中にすべての交流電源が喪失

し、かつ、蒸気発生器へのすべての給水機

能が喪失すること

原子炉の停止中に原子炉容器内に照射済み

燃料集合体がある場合において、原子炉冷

却材の水面の低下により、原子炉から残留

熱を除去する機能が喪失する状態が1時間

以上継続すること

二
原子炉の非常停止が必要な場合において、

制御棒による緊急停止に失敗すること

原子炉の運転中に原子炉冷却材の液面の低

下を伴う原子炉冷却材の漏えいが発生する

こと

－98－
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I

試験研究炉

一

再処理施設

原子炉の運転中に原子炉冷却系による熱除

去機能が喪失し、かつ、崩壊熱除去系によ

る原子炉からの熱除去が不可能となること

(共通事象）

原子炉の停止中に原子炉容器内に照射済み

燃料集合体がある場合において、原子炉の

すべての熱除去機能による熱除去に失敗す

ること

原子炉の非常停止が必要な場合において、

全ての原子炉停止系に非常緊急停止に失敗

すること

4■■1－－ーーーー－－一一一一一一.■■■I■q■■ーー一一一ー■■■｡■■一一4■■一一一一一1■■一口

全ての原子炉冷却系による冷却に失敗する

こと

再処理施設の運転中に全ての動力電源が喪

失し、30分以内に電源の回復ができない

こと

一一一一＝－－－－－一一一一一1■■ーー一一一一■■■一一一．■■4■■ーーーーー一一■

照射済み燃料集合体の貯蔵槽の液位が、当

該集合体が露出する液面まで低下すること
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1 1

(上記に包含）

原子炉の運転中に全ての交流電源が喪失

し、かつ、原子炉からの熱除去が不可能と

なること

(共涌事象）

原子炉の非常停止が必要な場合において、

原子炉停止系が全て使用できなくなり、か

つ、全ての原子炉冷却系による冷却に失敗

すること
Ⅱ－1一一.■■＝一一■■■ーー4■■＝一一一q■■一■■■－－.■■一一一一一ーー一一一一一一.■■■

(上記に包含）

(線量等で検知）

ﾛ4ー－〕■■■一■■■一一一一.■■■■､一一4■■ーーーー■■■q■■一一一一■■■ーーーーーー一■

(線量等で検知）



JCO事故で計測された
γ線の計測値

840"Sv/h1"Sv/h
第15条
500似釧1

′ィ、谷、

蝶
跡
必

１
〃
門

第
５ 100"Sv/h

（15分）
1mSv/h

（15分）

10mSv/h

（15分）
"Sv/h

(60分）
敷地境界の
線量率
く米国基準＞ ＜サイト緊急事態＞＜一般緊急事態＞＜アラート＞＜異常事象の通告＞

(注）
異常事象の通告:○今後の操作員のミス、設備の故障によってはもつと深刻な事態となりうるか、あるいは現時点では明らかではないが､もっと深刻な事態となりうる

兆候を示す小さな事象(プラントの安全水準の低下の可能性がある場合）
○事業者は、NRC、州等へ連絡

アラート:O蝋簔嬬鰯雲織蛎;姜皇采豊美雛譜亨態となりうるか､あるいは現時点では明らかではないが､もっと深刻な事態となりうる
○事業者は所内体制を敷き、所内モニタリング準備。NRC、州等は緊急時待機状態に入る。

サイト緊急事態：○有意な放射性物質の放出が発生しつつあるか予測される
○緊急時活動が本格化し、所外モニタリングやNRC、州も加わった対応策の協議が開始。

’
一
○
○
Ｉ

一般緊急事態：○炉心の損傷や溶融が現実に生じているかあるいは差し迫っている場合
○避難等の活動展開

(2)雷時:100"Gy/h以上(瞬間値）
(3)輸送容器通過:～20"Gy/h(数分程度）
(4)その他(同投与者(レントゲン車)の通過､施設内RT検査 等):～100"Gy/h(瞬間値）

平常時



(付属資料5）

防護対策指標について

屋内退避及び避難等に関する指標を定めるに当たっては下記資料等を参考とした。

①我が国関係法規及びICRP(国際放射線防護委員会）、NCRP(アメリカ放射

線防護測定審議会）等の出版物の平常時における職業人及び一般人の線量限度

②我が国関係法規及びICRP、IAEA、NCRP等の出版物の職業人の緊急作業

に係る線量

③国際機関及び各国の事故対策に関連する線量（参考資料参照）

④放射線審議会の報告書等

⑤ManualofProtectiveActionGuidesandProtectiveActionsforNuclear

Incidents(EPA-520/1-75-001,Sep.1975)

⑥PaulG.Voilleque,DoseActionLevelforAccidentalRadiationExposureof

theGeneralPUblic;PP.183－2046thAnnualHealthPhysicsSocietyMidyear

TopicalSymposium(1971)

⑦IAEA「電離放射線に対する防護及び放射線源の安全に関する国際基本安全基

準」における原子力発電所等周辺の防災対策に関する基準の取り入れ等に係る基本的

考え方について（平成8年3月原子力発電所等周辺防災対策専門部会）

⑧原子力防災対策の実効性向上を目指して（平成11年4月原子力発電所等周辺防

災対策専門部会）
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(参考資料）

1．国際機関の指標

①国際放射線防護委員会

出典:ICRPPublication63,放射線緊急時における公衆の防護のための介入に関する諸
原則（日本アイソトーープ協会訳）

原典:PrinciplesforlnterventionforProtectionofthePublicina
RadiologicalEmergencyAnnalsofthelCRP,22,No.4(1991)PianninginCase
ofNUclearAccident-TechnicalAspects,1989

②国際原子力機関

a)外部被ばく及び預託内部被ばくの実効線量の合計。
b)屋内退避の最長予想時間(2日）に対して最適化されている。関係当局はこれより短い
時間に対して低い介入レベルを助言することができ、あるいは次の防護措置、例えば避
難を実施する助けとすることができる。

c)避難の最長予想時間(7日）に対して最適化されている。関係当局は、これより短い時
間に対して、また、小グループの人々 に対して避難が早急かつ容易に実施できる場合に
は､より低い線量で避難を開始するかも知れない。避難が困難な状況、例えば多数の住
民あるいは十分でない交通の場合には、より高い介入レベルが適切かもしれない。

d)甲状腺に対する預託線量。

出典:IAEASafetySeriesNo.115
1nternationalBasicSafetyStandardsforProtectionagainstlonizing
RadiationandfortheSafetyofRadiationSources,1996.
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回避線量についての介入レベル(mSv)

介入の種類ほとんどつねに 最適値の範囲

正当化される値

屋 内退避50

放射性ヨウ素に対する防護対策
一 甲状 腺 に 対 す る 等 価 線量500

避難（一週間未満）
●■■■■■

一

全身線量 500

皮層に対する等価線量5,000
’正当化される値の

1/10以下にはならない

防護措置 防護措置により回避される線量）

即
灘

退避

放射性ヨウ素

する防護対策

に対

Ｖ
Ｖ

施
焔

０
０
１
５

，
１

０
，
ｃ

放射性ヨウ素による100mGy
｡）



2．各国の防護対策指標の例

①アメリカの防護対策指標

(注:1rem=10mSv)

a)屋内退避の方が避難よりも防護効果が大きい場合には、屋内退避を採用してもよい。
b)外部線源からの被ばくによって生ずる実効線量当量及び初期段階における全ての重要な
吸収経路によって生ずる預託実効線量当量の合計値。甲状腺及び皮膚に対する預託線量
当量は、それぞれ5倍及び50倍大きい。

c)放射性ヨウ素からの甲状腺に対する預託線量当量。
出典:EPA400-R-92-001ManualofProtectiveActionGuidesAndProtective

ActionsforNuclearlncidents(1992)

②イギリスの防護対策指標
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防護対策 PAG(予測線量） 注釈

避難（又は屋内退避a))

放射性ヨウ素に対する防

護対策

1～5rem

25remc)

b） 避難（場合により屋内退避）は通常1rem

で開始すべきである

州の医療担当官の承認が必要

対策 身体器官線量当量レベル(mSv)
下限上限

屋内遇畦全身330

避難

甲状腺、肺、皮層30300
全身30300

甲状腺、肺、皮層3003

放射性ヨ ウ素に対する防護対策甲状腺30

,
000

300



③ドイツの防護対策指標
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④フランスの防護対策指標

出典:LesPlansParticuliersd'Interventionrelatifsauxcentrales
electronucleaires,ChristianGerondeau,Ministeredel'Interieur
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対 策

全身（外部照射

及び吸入、実効線

量、mSv)

下限 上限

甲状腺（吸入,mS

v)

下限 上限

肺又は選択的な臓器

(外部照射と吸入、

Sv)

、

下限 上限

屋内退避

放射性ヨ ウ素に対す

る防護措置

避難

5

一

100

50

I■■■■

500

50

200

300

1，

250

000

1,500

50

一

300

250

一

1,500

予測線量当量 防護対策

500mrem以下

5001nrem以上

警戒措置を講じつつ通常の生活を維持

屋内退避

避難事故の発展の見通し、放出放射能量等の
情報を元に決定する。



(付属資料6）

周辺住民等に対する安定ヨウ素剤予防服用に係る防護対策について

広島、長崎の原爆、マーシャル諸島における核爆発実験、チェルノブイリ原子力発電

所事故等の調査結果及びヨウ素と人に係る生理学的、病理学的な知見を踏まえ、放射性
ヨウ素による甲状腺の内部被ばくに対する防護対策について、基本的な考え方を以下に

示す。

(1)原子力災害時に放出された放射性ヨウ素の吸入による甲状腺への影響が著しい
と予測された場合、安定ヨウ素剤を予防的に服用すれば、甲状腺への放射性ヨウ

素の集積を効果的に抑制し､甲状腺への障害を低減できることが報告されている。

このため、災害対策本部の判断により、屋内退避や避難の防護対策とともに、安

定ヨウ素剤を予防的に服用することとする。

(2)放射線被ばくによる甲状腺への影響は、甲状腺がんと甲状腺機能低下症がある。

被ばく後の甲状腺がんの発生確率は、乳幼児の被ばく者で増加する場合があるが、
40歳以上では増加しないため、年齢に応じて、安定ヨウ素剤の服用対象を定め
る必要がある。特に､新生児､乳幼児等には、安定ヨウ素剤服用の措置について
最優先とすべきである。これに対し、甲状腺機能低下症はしきい線量以上の被ば
くで生じるため、甲状腺機能低下症に対する安定ヨウ素剤予防服用については、

しきい線量の概念を導入することとする。

(3)安定ヨウ素剤の服用による副作用は稀であるが、副作用を可能な限り低減させ
るため、年齢に応じた服用量を定めるとともに、服用回数は原則1回とし、連用

はできる限り避ける。

(4)安定ヨウ素剤の服用により、重篤な副作用のおそれがある者には、安定ヨウ素
剤を服用させないよう配慮し避難を優先させる。

これらの考え方に基づいた「安定ヨウ素剤予防服用に当たって」を以下に示す。
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安定ヨウ素剤予防服用に当たって

災害対策本部が、安定ヨウ素剤予防服用の措置を講じた場合、誤った服用による副作
用を避けること、安定ヨウ素剤を的確に管理すること及び周辺住民等が確実かつ可及的
速やかに服用することが必要である。このため、実際的には、周辺住民の家庭等に、あ
らかじめ安定ヨウ素剤を事前に配布するのではなく、周辺住民等が退避し集合した場所
等において、安定ヨウ素剤を予防的に服用する。

(1)服用対象者
40歳未満を対象とする。

ただし、以下の者には安定ヨウ素剤を服用させないよう配慮する。
・ヨウ素過敏症の既往歴のある者
・造影剤過敏症の既往歴のある者
・低補体性血管炎の既往歴のある者又は治療中の者
・ジューリング庖疹状皮膚炎の既往歴のある者又は治療中の者

安定ヨウ素剤の配布時に、パンフレット等に上記4項目を記載し、これらの項目
に該当しない者に､安定ヨウ素剤を配布する。

(2)服用回数

1回を原則とする。

なお、2回目の服用を考慮しなければならない状況では､避難を優先させること。

(3)服用量及び服用方法

対象者 ヨウ素量 ヨウ化カリウム量

新生児 (注1） 12.5mg 16.3 m9

生後1ヶ月以上3歳未満
(注1） 25m9 32.5mg

3歳以上13歳未満
(注2） 38mg 50mg

13歳以上40歳未満 (注3） 76mg 100mg

(注1）新生児、生後1ヶ月以上3歳未満の対象者の服用に当たっては、医薬品ヨウ化カリ
ウムの原薬（粉末）を水（滅菌蒸留水、精製水又は注射用水）に溶解し、単シロッ
プを適当量添加したものを用いることが現時点では、適当である。

(注2） 3歳以上13歳未満の対象者の服用に当たっては、3歳以上7歳未満の対象者の服
用は、医薬品ヨウ化カリウムの原薬（粉末）を水（滅菌蒸留水、精製水又は注射用
水）に溶解し、単シロップを適当量添加したものを用いることが現時点では、適当
である。また、7歳以上13歳未満の服用に当たっては、医薬品ヨウ化カリウムの
丸薬1丸（ヨウ素量38mg、ヨウ化カリウム量50mg)を用いることが適当で
ある。

(注3）13歳以上40歳未満の対象者の服用に当たっては､医薬品ヨウ化カリウムの丸薬
2丸（ヨウ素量76mg、ヨウ化カリウム量100mg)を用いることが適当であ
る。
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(注4）なお、医薬品ヨウ化カリウムの製剤の実際の服用に当たっては、就学年齢を考慮す
ると、7歳以上13歳未満の対象者は、概ね小学生に、13歳以上の対象者は、中
学生以上に該当することから、緊急時における迅速な対応のために、小学1年～6
年生までの児童に対して一律、医薬品ヨウ化カリウムの丸薬1丸、中学1年以上に
対して一律、医薬品ヨウ化カリウムの丸薬2丸を採用することが実際的である。ま
た、7歳以上であっても丸薬を服用できない者がいることに配慮する必要がある。

(注5）40歳以上については､放射性ヨウ素による被ばくによる甲状腺がん等の発生確率も

が増加しないため、安定ヨウ素剤を服用する必要はない。

(注6） 医薬品ヨウ化カリウム、滅菌蒸留水、精製水、注射用水、単シロップ等は、原子力
災害時に備え、あらかじめ準備し、的確に管理するとともに、それらを使用できる
期限について注意する。
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(付属資料7）

防災業務関係者の安定ヨウ素剤予防服用について

放射線誘発甲状腺がんの発生リスクは40歳未満に限られ、安定ヨウ素剤の予防服用に
より、そのリスクを低減できるため、40歳未満の防災業務関係者についても、その防災

業務の内容に応じて、安定ヨウ素剤予防服用を考慮する必要がある。ただし、ヨウ素過敏
症の既往歴のある者、造影剤過敏症の既往歴のある者、低補体性血管炎の既往歴のある者
又は治療中の者、ジューリング庖疹状皮層炎の既往歴のある者又は治療中の者は安定ヨウ
素剤を服用できないため、これらの者を防災業務関係者とする場合、その防災業務の内容
に十分配慮する必要がある。

なお、甲状腺機能低下症を来たすと予想される甲状腺等価線量として、IAEA及び

WHOにより5Gyが提案されている。しかし、この甲状腺等価線量5Gyは、計算上、
実効線量として250mSvであり、防災業務関係者が災害の拡大の防止及び人命救助等、
緊急かつやむを得ない作業を実施する場合において許容される実効線量100mSvをはる
かに超えており、防災業務関係者といえども、この線量を被ばくすることは許されない。
ただし、防災業務関係者のうち、原子力施設内において災害に発展する事態を防止する

措置等の災害応急対策活動を実施する者で、かなりの被ばくが予測されるおそれがある場
合は、甲状腺等価線量を瞬時に測定できる計測器がないこと、防護マスク等の装備の機能
等を考慮しつつ、甲状腺機能低下症を予防するため、40歳以上の防災業務関係者に対し
て、念のため、安定ヨウ素剤服用について、災害対策本部等において、考慮することとす
る。この場合も、ヨウ素過敏症の既往歴のある者、造影剤過敏症の既往歴のある者、低補
体性血管炎の既往歴のある者又は治療中の者、ジューリング庖疹状皮膚炎の既往歴のある
者又は治療中の者は安定ヨウ素剤を服用させないよう配慮する。
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(2)

(付属資料8）

防災業務関係者の放射線防護に係る指標について

指標作成にあたっての基本的考え方

指標を作成するに際しては、以下のICRP勧告やIAEAの報告書に示されてい

る緊急作業に係る防護体系の考え方を参考にするとともに、国内関係法令及び放射線

審議会の意見具申も考慮し、検討を行った。

①国際放射線防護委員会の1990年勧告(ICRPPublication60)

②放射線緊急時における公衆の防護のための介入に関する諸原則
(ICRPPublication63(1992年))

③作業者の放射線防護に対する一般原則(ICRPPublication75(1997年))

④原子力又は放射線緊急時の介入基準(IAEASAFETYSERIESNo.109(1994年))

⑤基本安全基準(BSS)一電離放射線に対する防護及び放射線源の安全に関する

国際基本安全基準-(IAEASAFETYSERIESNo.115(1996年))

⑥ICRP1990年勧告(ICRPPublication60)の国内制度等への取入れにつ

いて（意見具申平成10年6月放射線審議会）

⑦国内関係法令

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

○放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

○電離放射線障害防止規則

○人事院規則10－5（職員の放射線障害の防止）

防災業務関係者の定義について

防災業務関係者とは、具体的には以下の活動を実施する者のことである。

○周辺住民に対する広報・指示伝達、周辺住民の避難誘導、交通整理、放射線
モニタリング、医療措置、原子力施設内において災害に発展する事態を防止

する措置等の災害応急対策活動を実施する者、及び放射性汚染物の除去等の

災害復旧活動を実施する者

ウ
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(付属資料9）

SPEEDIネットワークシステムを用いた予測線量の算定について

．溶いて滴切左防謹対策券実施するためには、予測線量を迅速に得ることが必緊急時において、適切な防護対策を実施するためには、予測線量を迅速に得ることか必

要となる。

緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDIネットワークシステ
ム）は、地形の影響を考慮して、放出源情報、気象情報等を基にして、放射性プルームの
移動拡散の状況を計算し、希ガスからの外部被ばくによる線量、ヨウ素の吸入による甲状
腺線量等をコンピュータの画面上に図示することができる。
このシステムでは、緊急事態の発生したサイトに係る情報（放出核種、放出量等)、各

地方公共団体の連続モニタのシステムの気象観測情報、気象庁のアメダス情報等を入力す
ることにより、6時間先までの風向・風速の統計的予測等の処理と、それに基づく放射性
プルームの移動拡散の状況を計算する。緊急時には、文部科学省からの指示により計算結
果の2次元表示等を行い、原子力災害対策本部等の関係機関においてこれらを活用するこ
とができる。

なお、表示されるデータの例を以下に示す。

『外部篭ばくによる実効綴鐡』

出典,;緊怒時迅速放射能影響予測ネツ酌壼クシステム郵郷Dl(丈部科学鋤
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(付属資料10）

屋内退避等の有効性について

大気中を拡散してきた放射性物質からの被ばくを低減するためには、放射性物質から遠

ざかることが最も効果的である。しかしながら、混乱の発生のおそれ等を考慮すれば、被

ばくを低減するための簡便な防護対策としての屋内退避が有効であると考えられる。屋内

退避措置は、周辺住民が屋内に入り、建物の気密性を高め、口及び鼻をタオル等で保護す

ることをいう。

屋内退避の有効性は、外部全身被ばくについては、大気中に浮遊している放射性物質並

びに地表面及び建物に降下した放射性物質からのガンマ線に対する建物による遮蔽性能に、

また内部被ばくについては、浮遊放射性物質の吸入を低減するための建物の気密性並びに

口及び鼻をタオル等で保護する方法の効果にそれぞれ依存する。これらの効果について、

めやすとして、IAEAがまとめたものを表1，2，3に例示ずる。

甲状腺被ばくは、放射性ヨウ素の吸入に原因することから外部全身被ばくの場合と異な

り木造家屋あるいはコンクリート造りの建物のような構造そのものによる差はあまりなく、

建物内への放射性ヨウ素の侵入をいかに防止するかという気密性に依存する。米国環境保

護庁の研究によれば、気密性の高い建物に避難すると20分の1から70分の1に、通常

の換気率の建物に避難すると4分の1から10分の1に甲状腺線量が低減することが示さ

れている。さらに、これらの甲状腺被ばくは口及び鼻をタオル等で保護することによって、

表3に示すように低減される。

(参考文献）

PlanningForOffSiteResponsetoRadiationAccidentsinNuclearFacilities

(IAEA-TECDOC-225)

』
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表一1

浮遊放射性物質のガンマ線による被ばくの低減係数

表一2

沈着した放射性物質のガンマ線による被ばくの低減係数
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場 所 低減係数

屋外

自動車内

木造家屋

石造り建物

木造家屋の地下室

石造り建物の地下室

大きなコンクリート建物癖及び窓から離れた場合） 以下

０
０
９
６
６
４
２

●
■
●
●
●
●
●

１
１
０
０
０
０
０

場所 低減係数

理想的な平滑な面上1m(無限の広さ）

通常の土地の条件下で地面から11nの高さ

平屋あるいは2階だての木造家屋

平屋あるは2階だてのブロックあるいは煉瓦造りの家屋
その地下室

各階が約450～900m

その地下室

2の面積の3～4階だて建物1階及び2階

各階の面積が約900m2以上の多層建築物上層

その地下室

以下

5

00

70

40

20

10

05

01

01

00

●
●
●
０
●
●
●
■
●

１
０
０
０
０
０
０
０
０



表 一3

家庭内及び個人が利用可能なものによって口及び鼻の保護を行った場合の1～5〃mの

微粒子に対する除去効率

注）表3は、一般公衆が家庭内の手近にある布や衣類を使用した場合のエアロゾルの
除去効率のめやすを示すものである。この除去効率は、人の呼吸方法及び衣類の使

用方法によって大きく変りうるものであることに留意すべきである。なお、防災業

務関係者の保護具としては、専用の防護マスクを準備すべきである。
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物 質 折りたたみ数 除去効率

男性用木綿ハンカチーフ
◎

トイレットペーハー

男性用木綿ハンカチーフ

男性用木綿ハンカチーフ

けばの長い浴用タオル

けばの長い浴用タオル

モスリンのシーツ

ぬれたけばの長い浴用タオル

ぬれた木綿のシャツ

木綿のシャツ

ぬれた女性用木綿ハンカチーフ

ぬれた男性用木綿ハンカチーフ

ぬれた木綿衣服

女性用木綿ハンカチーフ

レイヨンスリップ

木綿衣服

木綿のシャツ

男性用木綿のハンカチーフ

16

３
８

しわくちゃにする

２
１
１
１
１
2

４
１
１
４
１
１
１
１

％２
４
９
１
１
９
９
２
９
５
０
６
３
５
０
６
６
５

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ｃ
Ｇ
●
●
●
●
●
●

94

9 1

88

88

85

73

72

70

65

65

63

62

56

55

50

47

34

27



(付属資料11）

空間放射線量率分布及び濃度分布の特徴

1．放射性希ガス、ヨウ素による地上における空間放射線量率分布及び濃度分布には概ね

以下に述べるような特徴があり、これに留意して影響範囲の推定、防護対策の立案を行

うことが肝要である。

（1）空間放射線量率は放出率及びガンマ線の実効エネルギーに比例し、風速に逆比例す

る。また、濃度は放出率に比例し、風速に逆比例する。

（2）地表面放出の場合は空間放射線量率及び濃度とも放出源から風下方向に距離をとる

ことによって減少する。

（3）地表面からある高さをもって放出する場合は、

i)空間放射線量率及び濃度とも、放出高が高い程減少する。

ii)空間放射線量率については、その最大値の出現地点は、放出源から約1kmの

範囲内である。距離による減少割合は大気が安定である程小さい。

iii)濃度については、その最大値の出現地点は、大気が安定している場合には放出

源により遠方に、不安定な場合には近傍に出現する。

2．放射性プルームのガンマ線による空間放射線量率を求める基本式から算出された空間

放射線量率分布図の例を示す。図1は、放射性プルームが最も拡散しにくく遠くまで到

達する大気安定度F型の場合の100m放出高さの場合、図2は、逆の傾向を示す大気

安定度A型の100m放出高さの場合である。図3は、大気安定度F型地表面放出、図

4は、大気安定度A型地表面放出の場合である。

これらの図から、避難措置をとる場合、風下軸方向に対して直角方向に移動すれば、

大きな被ばく低減効果があることが知られる。

(参考文献）

排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布図及び放射性雲からの等ガンマ線量率

分布図（Ⅱ）、1990年、JAERI-M90-206

－114－



|’|llll’ ム
Ｉ
邑
日
Ⅱ
■
■
■
、

占
口
■
■
６
可
０
■
‐

’
厘
雲
厚
、
”

｜
li‘,1､

ｆ
り
ら

０
０
日
Ｉ I

ｰ

一

一
岸
唾
○
回
、

ー

Ｅ
画
毎
ｍ
“

ー

＝

Ｅ
画
○
電
函

呂早

塵
雪
雲
鴎
↑

ー

厚
ご
画
・
↑

一

Ｅ
ロ
画
噂

Ｅ
○

■■■■■

1
7｛､

壷

園1空間放射輯罎擦分布図

一大気肇淀度F型

| 放出高1帥m

I園麹1m/s

' 放 出率1GBq/h

…実効韮ネルギー1MeV

－115－

’

’
‐
ｌ
１
ｊ
ｑ
９
０
ｄ
８
■
■
９
９
９
８
■
！
。
“

１
日
■
ｑ
４
Ｉ
１
２
ｌ
６
９
１
１
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
０
Ｉ
９
Ｌ
１
ｐ
０
Ｌ
ｌ
ｈ
５
ｂ
８

|’
８

‐
▲
Ｄ
ｂ
４
ｊ
Ｕ
Ｑ
▲

ｒ
‐
Ｏ
Ｌ
■
Ｂ
■
■
ｎ
ｒ
９
４
ｑ
ｔ
Ｑ
Ｉ
り
Ｂ
ｆ
０
６
７
Ｌ
Ｉ
‐
４
．
．
▲

Ｄ
ｏ
Ｊ
Ｐ
８
■
８
１
Ｆ
■
■
■
■
Ⅱ
、
１
■
■
Ⅱ
且
■
■
日
■
■
＆
Ｕ
ｂ
？
Ｉ
‐

１
１
１

I

■
■
■
■
■
■
１
ｑ
■

６
国
日
日
Ⅱ
■
■
Ｖ
０
日
Ｆ
１
Ⅱ
？
Ｏ
０
Ｉ
ｌ
０
９
０
ｒ
０
６
■
，

。
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
１
４
‐
■
■

’
申
Ｉ
ｉ
ｒ
”
。

’
0

■
日
Ⅱ
Ⅱ
Ｈ
Ｕ
Ｂ
■
８
１
ｉ
Ｊ
Ｂ
Ｕ
１
ｆ
ｂ
Ｅ
■
■
■
■
Ｊ
０
日
■
９

口
■
■
■
■
■
Ⅱ
９
１
１
４
■
｝
ｒ
ｑ
‐
も
１１

’
I

’

■
■
■
日
日
■
０
日
■
■
■
１
Ｉ
９
０
０
ｐ
９
ｄ
Ｂ
Ｊ
ｆ
、
ｒ
・
■
０
■
■
』
■
・

■
０
０
日
０
日
日
日
Ｉ
７
９
ｌ
Ｊ
Ｉ
Ｌ
■
■
■
Ｂ
■
Ｆ
■
■
■
■
■
■
Ｉ
■
９
口

I
1

’
’

’

’

’
I

’
ID

’

■
・
も
りI

’
二

SL--一

１
の
み
Ｌ
勺
、
〆
Ｔ

ｌ
ロ
管
巨
×
吟
‐
－

課
竺
×
↑

I

口
’

■
■
日
日
・
ｑ
ａ
１
ｊ
Ｐ
Ｕ
８
ｑ
４
４
■
■
０
■
ｏ
７
Ｑ
ｒ
ｌ
４
８
ｆ
ｑ
１
ｄ
４
偶
。
Ｏ
Ｉ
９
Ｂ
９ｄ

Ｄ

’
↓

1

ｊ
ｂ
ｚ
云
画
ｉ
‐

？
○
一
×
駒
．

ｉ
ず
堂
×
Ｔ
ｉ

ｌ
酋
竺
×
唾
：

１
１
１
１
１
遙
一
×
－

１
１
１
Ｉ
‐
ｌ
‐
窪
撰
×
Ｐ
．

１
１
１
‐
ｌ
峨
宮
×
一

１
１
１
‐
Ｉ
：
‐
‐
１
１
誕
琴
×
噸

１
１
１
１
‐
１
１
も
↑
×
一

ｉ
Ｉ
！
‐
１
１
１
．
‐
ｌ
ら
戸
×
”

，
司
要
Ｋ
㈲
Ｉ

▲
８
０
凸
凹
■
Ⅱ
。
■
Ｕ
Ｉ
Ｂ
０
コ
■
０
凸
？
‐
１
１
卜
ｂ
，
９
，
日
■
■

▽
０
日
日
日
甲
１
，
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｈ
Ｕ
ｇ
も
６
１
■

■
■
０
８
１
Ｖ
い
り
“
８
８
０
■
１
９
０
ａ
ｌ
ｌ
凸
■
＆
Ⅱ
■

１
１

凸
■
Ｕ
甲
凸
８
７
４
人
１
辱
０
１
‐
“
１
９
ｋ
日
‘
ｄ
８
０
０
０
６
Ｋ
ｂ
■
Ⅱ
■
■
■

心
０
■
■
日
日
Ｕ
Ｕ
０
４
■
Ｕ
ｑ
０
■
日
日
。
《
■
Ⅱ
日
■
日
日
日
日
■
日
日
巳

Ｉ
Ｌ
Ｏ
０
０
Ｂ
■
９
日
９
０
日
ｄ
Ｕ
ｐ
ｏ
．
■
■
９
４
ｆ
６

●
９
▲
ｑ
ｑ
Ｏ
Ｕ
▽
・
凸
■
■
■
■
８
■

1

1

リ

I

４
℃
ｒ
凸

’
■
０
Ｕ
Ｏ
Ｂ

p

f

Ｉ

‐
Ｆ
；
ｐ
■
■
■
８
０
凸
９
Ｂ
Ｈ
Ｔ
６
■
０
１
Ⅱ
Ⅱ
９
７
日
日
日
１

、
Ⅱ
当
り
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
４
■
甲
‐

Ｉ
I

４

９
０
．

１

●
ａ
５
１
ｌ
０
凸
，
■
０
凸
９
凸
０
０
０
６
甲
９
．
Ｊ
９
６
９
６
１
甲
６
０
ｆ
巳
？
私
。
ｇ
０
．
の
■
・
ザ
Ｌ
６
■
ｌ
Ｉ

ｌ
ｌ

０
４
４
↑
▲
Ｂ
９
ｂ
Ｕ

0

1

’

○

qf

■
１
１
■
■
。
■
■
Ⅱ
９
９
，
０
甲
１
，
‐
Ｑ
ｆ
９
ｏ
ｊ
ｃ
０
Ⅱ
■
８
Ⅱ
Ｕ
ｌ
８
ｒ
■
４
１
８
巳
■
■
■
凸
■
ｐ
９
■
１
▲
■
９

０

１

■
■
■
■
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｄ
ｌ
■
■
ｒ
Ｊ
ｑ
ｌ
Ｄ
９
Ｉ
ｒ
、
△
１
‐
日
日
０
０
Ｕ

巳
０
１
１
０
６
４
０
日

■
○
０
６
日
Ｉ

Ｉ
ｑ
０
６
Ｉ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
４
９
’
Ⅱ
１
．
仏
寺
Ｉ
。
・
上
■
■
■
■
■
■
■
Ｏ
Ｌ
■
■
・
Ｉ

↓
ノ

ａ
Ｊ
ｐ
ｄ
Ｂ

ノ

ノ

Ｇ
ｄ
吟
ｈ
、
’
‐
■
‐
■
ｑ
‐

‐
４
．
１
。
《
■
■
■
Ｂ
Ｇ
６
Ｄ
・
■
■
■
■
■
■
Ｉ
Ｆ
凸
■
■
■
ロ
ニ
ロ
■
■
■
ｐ
■
９
‐
Ｒ
ひ
■
■
０
凸
日
ク
ロ
Ｊ
■
ｑ

Ｂ
０
Ｐ
ｄ
今
日
り
ら
■
■
■
■
日
日
Ｕ
’
ｕ
ｑ

Ｉ
ｌ
■
Ｉ
Ｉ
０
ｑ
ｌ
心
１
０
０
１
ｌ
９

Ｇ
Ｐ

ｇ

■
７
９
‐
■

ｑ
・
ｂ
ｖ
１
Ｂ
■
凸
■
■
■
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
８
８
．
０
■
０
・
ｌ
Ｂ
■
Ｕ
Ｊ

■
９
．
６
Ｆ

０
１
９
日
”
ト
ー
Ｉ
■
■
１
０
Ⅱ
７
９
凸
８
０
Ⅱ
６
３
１
０
６
Ⅱ
Ⅱ
■
Ⅱ
８
０
■
凸
Ⅱ
９
８
』
■
Ｉ
■
０
１
Ⅱ
■
■
Ⅱ
６
，
０
■
Ｉ
０
Ｈ
Ｕ
り
日
日
▽

Ｉ



子

1099"

SCOm

p耐

放出鐸々一;啓~響一

難9m

10Cgm
」q』6

図2空間煎射線這率分布園

'=大気安定鹿農型

1歳熾高梱@m

l風還1前／鼻：

｜歳出率1G箇働′h

L雲鋤工率ル等=1MeV

－116－

一



風下戦方向

雷
》
ロ
垂
”
画

Ｅ
ｐ
ｐ
毎
舜

屋
画
毎
ｍ
“

唐
軍
ロ
室
酎

匡
匡
垣
《
霊
醒
弄

鳫
画
画
尋
琴

唇
員
湧

声
些
。

息畠:･:-"""gg畠
E

g ・畠gg 唖一

国3空間放射線量率分布国

警ゞ;ﾊ
－実効エネルギ=1MeV=一

－117『--



町I

放出源

11Ⅱ

別】ロ

図4空間放射線量率分布図

,一大気安定度A型

|放出高Om

i風速1m/s

I放出率'GBq/hi
－美効工皐ルギー1MeV」

－118－



(付属資料12）

飲食物摂取制限に関する指標について

｢5－3防護のための指標」の表3に示した値の算出についての考え方を以下に示す。

①放射性ヨウ素について

ICRPPublication63等の国際的動向を踏まえ、甲状腺（等価）線量50mS

v/年を基礎として、飲料水、牛乳・乳製品及び野菜類（根菜、芋類を除く。）の3つ

の食品カテゴリーについて指標を策定した。なお、3つの食品カテゴリー以外の穀類、

肉類等を除いたのは、放射性ヨウ素は半減期が短く、これらの食品においては、食品

中への蓄積や人体への移行の程度が小さいからである。

3つの食品カテゴリーに関する摂取制限指標を算定するに当たっては、まず、3つ

の食品カテゴリー以外の食品の摂取を考慮して、50mSv/年の2/3を基準とし、

これを3つの食品カテゴリーに均等に1／3ずつ割り当てた。次に我が国における食

品の摂取量を考慮して、それぞれの甲状腺（等価）線量に相当する各食品カテゴリー

毎の摂取制限指標（単位摂取量当たりの放射能）を算出した。

②放射性セシウムについて

放射性セシウム及びストロンチウムについても飲食物摂取制限の指標導入の必要性

が認識されたことを踏まえ、全食品を飲料水、牛乳・乳製品、野菜類、穀類及び肉・

卵．魚．その他の5つのカテゴリーに分けて指標を算定した。

指標を算定するに当たっては、セシウムの環境への放出には89Sr及び90Sr

(137Csと90Srの放射能比を0．1と仮定）が伴うことから、これら放射性セシウ

ム及びストロンチウムからの寄与の合計の線量をもとに算定するが、指標値としては

放射能分析の迅速性の観点から134Cs及び137Csの合計放射能値を用いた。

具体的には、実効線量5mSv/年を各食品カテゴリーに均等に1/5ずつ割り当て、

さらに我が国におけるこれら食品の摂取量及び放射性セシウム及びストロンチウムの

寄与を考慮して、各食品カテゴリー毎に134Cs及び137Csについての摂取制限指標

を算出した。
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③ウラン元素について

核燃料施設の防災対策をより実効性あるものとするため、ウランについて我が国の

食生活等を考慮して指標を定めるとの方針のもとに、実効線量5mSv/年を基礎に、

全食品を飲料水、牛乳・乳製品、野菜類、穀類及び肉・卵・魚・その他の5つのカテ

ゴリーに分けて指標を算定した。

指標を算定するに当たっては、5％濃縮度の235Uが全食品に含まれ、これが5m

Sv/年に相当すると仮定し、さらに我が国における食品の摂取量を考慮して、各食品

カテゴリー毎に飲食物摂取制限に関する指標を算出した。

④ プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種について

・再処理施設の防災対策をより実効性あるものとするため、IAEAの「電離放射線

に対する防護及び放射線源の安全に関する国際基本」(BSS)に記載されているア

ルファ核種（アメリシウム、プルトニウム等）について我が国の食生活等を考慮して

指標を定めるとの方針のもとに、実効線量5mSv/年を基礎に、全食品を飲料水、牛

乳・乳製品、野菜類、穀類及び肉・卵・魚・その他の5つのカテゴリーに分けて指標

を算定した。

指標を算定するに当たっては、多種類のアルファ核種が共存して放出される可能性

があるので、核種毎に指標を作成することはせず、アルファ核種が全食品に含まれ、

これが5mSv/年に相当すると仮定し、さらに我が国における食品の摂取量を考慮し

て、各食品カテゴリー毎に飲食物摂取制限に関する指標を算出した。
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区分

診療機能

医療機関等

サーベイランス，

スクリーニング

線量評価

除染

診療

資機材等

病診（病）

連携

研修、訓練

支援機能

備考

緊急被ばく医療体制の概要

初期被ばく医療体制

外来診療

1．避難所（救護所）

2．保健所

3.事業所内医療施設（現場救護

所）等

4.車両、船舶、航空機

5.地域防災計画に定められた医

療機関等
＊1，2

1.汚染部位のサーベイランス
2.スクリーニング

3.簡易な放射線測定による個人

線堂評価

ふき取り等の簡易な除染等

1.安定ヨウ素剤服用等放射線陣

害予防処置‘

2.救急蘇生法(ACLS｡3)等
3.合併損傷（創傷、熱傷等）の

初期治療

4.内部被ばく患者に対する初期
対応

等

被ばく患者の救急外来診療を行

う医療関係者に必要な資機材
等、その他

1.外来診療で完結

2.外来診療→転送

1.研修、訓練の実施

2.緊急被ばく医療マニュアル作
成

1.医療機関と原子力事業者の連溌

(各種サーベイメータ、放射
線管理要員の派遣等）

2.原子力事業者間の相互連携、
支援

等

l.既存の避難所や保健所、救急

医療機関等を含めた複数の医
療機関により、相互に診療機

能を分担してもよい。

2.汚染患者の初期救急医療が可
能な施設を整備する ◎

二次被ばく医療体制

入院診療

地域防災計画に定められた医療機関等

1.汚染部位のサーベイランス

2.スクリーニング

3.専門的な個人線量評価
(三次被ばく医療機関からの技術支援）

シャワー設備等を利用した除染等

1.局所被ばく患者の診療の開始
2.高線量被ばく患者の診療の開始

3.合併損傷の治療

4.内部被ばくに対する診療の開始

等

除染用シャワー設備等、広域災害医療
情報システム等の資機材、その他

1.入院診療

2.診療開始→転送

1.研修、訓練の実施

2.緊急被ばく医療マニュアル作成

1.初期被ばく医療及び二次被ばく医療

機関相互への技術的支援、専門家派
遣

2.原子力緊急事態用救急医療機材の貸

出等

1.既存の医療機関では、放射線測定、

除染及び救急医療等の診療機能を複
数の医療機関により、相互に分担し

てもよい。

2.緊急被ばく医療機関の新設、移転等
に際しては、緊急被ばく医療に必要

な設備、資機材が同一医療機関内に
整備されることが望ましい。

*l↑撫者の…函珂肯…を整備する(原子ブ織卿…
翅鑛対〃罰§できる事翻灘…を含む
招脳昭1泊劃陸diM望】l鉦且企＆…t
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(付属資料13）

三次被ばく医療体制

専門的入院診療

l.放射線医学総合研究所（放

射線医学総合研究所緊急被
ばく医療ネットワーク会議

を含む｡），

2.地域の三次被ばく医療機関

1.汚染部位のサーベイランス

2.高度専門的な個人線量評価

初期及び二次医療機関で行わ

れる除染に加え、必要に応じ

た肺洗浄等の高度な専門的除
染

l.重篤な局所被ばく患者の診
療

2.高線堂被ばく患者の診療等
3.重症の合併損傷の治療

4.重篤な内部被ばく患者に対

する診療

等

専門的線量評価資機材、広域

災害医療情報システム等の資
機材、その他

専門医療機関間での転送

1.研修、訓練の実施

2.緊急被ばく医療マニュアル

作成

3.被ばく医療の指導者の育成
1.地域ブロック内の調整

2.他の緊急被ばく医療機関へ
の技術的支援、専門家派遣

3.原子力緊急事態用救急医療
機材の貸出

等



(付属資料14）

各医療体制における設備、資機材等

各医療体制において整備すべき設備、資機材等の例について、次に示す。

(1)初期被ばく医療機関における設備、資機材、薬剤等

①ふき取り等の簡易な除染用資機材

②汚染の程度や被ばく線量を測定するための放射線測定器

③救急処置、合併損傷の初期治療等の救急外来診療を行うための医療資機材

④原子力施設との通信回線等

⑤広域災害医療情報システム関連の通信設備及び情報機器

⑥安定ヨウ素剤及びキレート剤等（ただし、キレート剤は、プルトニウム等による

内部被ばく患者に対し放射性物質の排出促進を目的に投与するものであり、必要に

応じて原子力施設の診療所等において用いる。また、これらの薬剤の使用は専門家

の助言を得て行うこと。）

(2)二次被ばく医療機関における設備、資機材、薬剤等

①シャワー設備又は排水貯水槽を使用する身体除染設備

②ホールボディカウンタ等の専門的な線量評価のための測定装置

③無菌治療室あるいはそれに準じる設備

④対象となる原子力施設の種類に応じた設備、資機材

⑤広域災害医療情報システム関連の通信設備及び情報機器

⑥安定ヨウ素剤及びキレート剤等

（これらの薬剤の使用は専門家の助言を得て行うこと。）

なお、これらに加え初期被ばく医療体制における設備、資機材等は、当然整備す

る必要がある。

(3)三次被ばく医療機関における設備、資機材等

①高度専門的な線量評価のための設備、資機材

②広域災害医療情報システム関連の通信及び情報機器

③学際的な高度医療及び総合医療、とりわけ無菌室における移植医療、集中治療、

熱傷治療等に必要な設備、資機材

なお、これらの設備、資機材等を地域の三次被ばく医療機関及び放射線医学総合

研究所等に、役割に応じ整備する必要がある。
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メンタルヘルス対策について

1．周辺住民等に対するメンタルヘルス対策

（1）平常時における対策

原子力災害時に適切に対応するために、

・周辺住民等への情報提供

・援助者への情報提供、教育及び訓練

・原子力災害発生後に実施する対策の準備

等を行う。

(付属資料15）

(2)原子力災害発生後における対策

①情報伝達活動

避難等の措置の指示、放射線や放射性物質の放出状況、放射線の身体的な健康影

響等について、広報、問合わせ窓口等により適切に情報を提供する必要がある。こ

れらの情報提供は、必ずしもメンタルヘルス対策として実施されるわけではないが、

周辺住民等のメンタルヘルスを考える上で重要な役割を果たす。

②アウトリーチ活動（医療関係者等が周辺住民等のところへ赴き、援助を提供すること）
アウトリーチ活動は、周辺住民等と直接接する中で、

・周辺住民等に生じた精神的負担及び心理的変化、必要としている援助等を把握する

こと

・周辺住民等と接することにより、不安を軽減し、安心感をもたらすこと

・心理的変化が強い者を把握し､対応すること

・周辺住民等が必要とする情報を提供すること

等の役割を担う。そのため、アウトリーチ活動は、災害時のメンタルヘルス対策とし
て非常に重要であり、適切に実施する必要がある。

③相談活動

情報提供を主な目的とした問合わせ窓口とは別に、健康不安やメンタルヘルスに関
する専門的な相談に対応するため、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉セン

ター、避難所等に相談窓口を設置する必要がある。

その際、相談窓口において、医療関係者等が適切に対応するために、メンタルヘル

スの専門家による指導及び助言などが重要である。

④避難所等における対策

汚染検査、安定ヨウ素剤予防服用等を実施する場合などにおいては、併せて健康不
安に対応するための相談窓口を整備するなどの対策を実施することが重要である。
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2.被ばく患者、防災業務関係者及び原子力施設の従事者に対するメンタルヘルス対策
（1）被ばく患者に対するメンタルヘルス対策

診療を実施する医療機関において、被ばく患者の健康不安への対策を適切に行う。
また、被ばく患者の精神的負担を軽減するためにも、情報の守秘や報道への対応等の
入院生活のマネージメントを行うことが重要である。その際、診療を行う医療関係者
は、早い段階からメンタルヘルスの専門家と連携して対応する。さらに、被ばく患者
の家族についても配慮する。

(2)防災業務関係者に対するメンタルヘルス対策

それぞれの組織において、業務の内容に応じて防災業務関係者に対し、平常時から、
放射線やその健康影響に関する情報提供、教育及び訓練等を実施し、原子力災害発生
後には、被ばくや汚染に関する情報提供及び健康管理、業務ローテーションと役割分
担の明確化、相談活動等を適切に行う必要がある。

(3) 原子力施設の従事者に対するメンタルヘルス対策

原子力事業者は、原子力施設の従事者に対し、業務ローテーションの明確化などの
防災業務に関係するメンタルヘルス対策、健康診断及び健康相談による健康不安に対
する対策等を適切に実施する必要がある。
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(付属資料16）

本指針の改訂の経過

1．平成元年3月：国際放射線防護委員会(ICRP)1977年勧告の国内法令への取入

れに伴う、SI単位の導入、関連する用語の変更等を行った。

2．平成4年6月：緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDIネット

ワークシステム）の取入れ等に伴う改訂を行った。

3．平成10年11月：国際放射線防護委員会(ICRP)、国際原子力機関(IAEA)

等の国際的動向を踏まえ、飲食物摂取制限に関する指標の改訂を行った。

4．平成11年9月：国際放射線防護委員会(ICRP)勧告や国際原子力機関(IAE

A)の報告書に示されている緊急作業に係る防護体系の考え方等を参考

に、防災業務関係者の放射線防護に関する指標を追加するとともに、防

護対策の実効性を考慮して、屋内退避及び避難等に関する指標の改訂を

行った。

5．平成12年5月：平成11年9月30日に発生したJCO東海事業所臨界事故を契機と

して、同年12月に制定された「原子力災害対策特別措置法」に基づい

た内容の追加、改訂等を行った。

6．平成13年3月：国際放射線防護委員会(ICRP)1990年勧告の取入れに伴い核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の関係法令の改

正がなされることに合わせ、主に、「実効線量当量」を「実効線量」に、

「組織線量当量」を「等価線量」に変更するなど用語の改訂とともに、

内部被ばくに係る線量係数(Sv/Bq)の変更に伴う改訂を行った。

7．平成13年6月：臨界事故による被ばく患者に対する緊急被ばく医療の経験を踏まえ、

緊急被ばく医療をより実効性のあるものとし、国、地方公共団体、原子

力事業者等の医療に携わる者の責務等の明確化を行った。

8．平成14年4月：原爆被災者に対する長期追跡調査から得られた科学的知見及びチェル

ノブイリ原子力発電所事故の調査結果等を踏まえ、安定ヨウ素剤予防服

用に係る防護対策について改訂を行った。

9．平成14年11月:JCO事故における経験、地震災害等の自然災害における経験等を踏ま

え、原子力災害時におけるメンタルヘルス対策について改訂を行った。

10．平成15年7月：緊急被ばく医療体制における地域ブロック化について改訂を行った。
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