
東京電力ホールディングス株式会社
放射性廃棄物処理・処分

2024／3／28
現在

25 3 10 17 24 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

大型廃棄物保管
庫第二棟

（実　績）
　・設計検討
（予　定）
　・設計検討

検

討

・

設

計 ・設計実施中、2027年度実施計画申請・着工、2031～2032年度
運用開始を目標とする現

場

作

業

・2024年3月26日に実施計画変更認可（2026年3月までの放射性固体
廃棄物等の想定保管量の反映並びに一部の一時保管エリアの名称及びBG
程度の瓦礫等の保管運用方法の変更について）

・A系は3月22日より運転再開
・B系は3月21日より運転再開

・空調バランス不具合により、原因調査および対策を検討
・2023年11月15日　実施計画変更 認可
・2024年1月：設備竣工
・2024年2月13日：運用開始、処理運転

・2月22日に火災報知器の作動に伴い処理運転を停止中
・3月22日より廃棄物貯留ピット内チップの回収作業を開始

・ダスト閉じ込め機能の更なる信頼性向上に向けた設計見直しのため，設
計工程の見直しを実施

・2021年2月13日の地震に関する影響評価を踏まえ、追加の耐震評価や
設計を実施中

検

討

・

設

計

現

場

作

業

検

討

・

設

計

・2024年6月：10-A棟竣工
・2024年9月：10-B棟竣工
・2025年3月：10-C棟竣工
・2023年2月10日に実施計画申請の一部補正を実施
・2023年2月21日に実施計画変更認可
・2023年3月29日に建屋工事着工

・2/13の地震に関する影響評価を踏まえ、2023年度内部工事開
始、2025年度耐震補強完了を目標とする
・2024年3月1日　実施計画変更（クレーン）認可
・2024年3月15日　大型廃棄物保管庫建屋内作業として、クレー
ン準備工事を開始。完了時期は試験・検査期間を踏まえ見直しを実
施

●水処理二次廃棄物

・2022年9月12日 第102回監視・評価検討会において示された「審査
上の論点」を踏まえ、設計見直しを実施中
・HICスラリー移替え作業：
スラリーによるβ線照射影響を受けたHICのうち、積算吸収線量
5,000kGyを超えると評価されたHICについて移替えを実施中。
2023年度末までに5000kGyを超えるHIC102基のうち、2024年３月
末に96基移替え完了予定。102基の移替え完了は、2024年４月となる
予定

現

場

作

業

雑固体廃棄物焼
却設備

除染装置
（AREVA）
スラッジ

現

場

作

業

検

討

・

設

計

１．保管適正化
の推進

保
管
管
理
計
画

固体廃棄物貯蔵
庫第10棟

検

討

・

設

計

現

場

作

業

検

討

・

設

計

検

討

・

設

計

現

場

作

業

増設雑固体廃棄
物焼却設備

放射性廃棄物処理・処分　スケジュール

分

野

名

括

　

り
作業内容 これまで1ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定 5月 9月以降6月 7月 8月4月 備　考2月 3月

固
体
廃
棄
物
の
保
管
管
理
、

処
理
・
処
分
計
画

（実　績）
　・処理運転

（予　定）
　・処理運転

（実　績）
　・建築工事（10-A棟）
   ・建築工事（10-B棟）
   ・建築工事（10-C棟）

（予　定）
　・建築工事（10-A棟）
   ・建築工事（10-B棟）
   ・建築工事（10-C棟）

（実　績）
　・設計検討
   ・クレーン設置工事
（予　定）
　・設計検討
   ・クレーン設置工事
　・建屋補強工事

検

討

・

設

計

一時保管エリア
の変更

減容処理設備

大型廃棄物保管
庫第一棟

２．保管適正化
の推進のための

設備設置

スラリー安定化
処理設備

（実　績）
　・安定化処理設備の設計方針検討

（予　定）
　・適用性、成立性確認
   ・安定化処理設備の詳細設計検討
　・建屋現地工事

（実　績）
　・空気圧縮機調査
　・電気設備点検（A・Ｂ系）
　・年次点検（A・Ｂ系）
　・処理運転　（Ａ・Ｂ系）

（予　定）
　・処理運転　（Ａ・Ｂ系）

（実　績）
　・火災報知器作動に伴う対応

　
 
（予　定）
　・火災報知器作動に伴う対応

現

場

作

業

（実　績）
   ・スラッジ対処方法検討
　・建屋内線量低減

（予　定）
   ・スラッジ対処方法検討
　・建屋内線量低減

現

場

作

業

（実　績／予　定）
　・設計検討

固体廃棄物貯蔵
庫第11棟

廃炉中長期実行プラン２０２3
目標工程

●ガレキ等の屋外一時保
管解消（2028年度内）

（実　績／予　定）

最

建屋工事（10-A棟）

設計検討

設計検討（建屋補強、吸着塔架台）

クレーン設置工事

安定化処理設備の設計検討

（2027年3月完了予定）建屋現地工事

（2025年3月完了予定）

スラッジ対処方法検討

建屋内線量低減

（2024年12月完了予定）

（2024年12月完了予定）

建屋補強工事（地盤改良含む） （2025年度完了予定）

建屋工事（10-B棟）

処理運転

建屋工事（10-C棟） （2025年3月完了予定）

（2025年5月完了予定）

設計検討（建屋、機電） （2027年度完了予定）

電気設備点検(B系電源停止)

電気設備点検(A系電源停止)

年次点検

年次点検

処理運転

処理運転

【A系】

【B系】

【共通】
空気圧縮機調査

（2024年度完了予定）

詳細工程調整中
火災報知器作動に伴う対応

最新工程反映

詳細工程調整中



東京電力ホールディングス株式会社
放射性廃棄物処理・処分

2024／3／28
現在

25 3 10 17 24 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

分

野

名

括

　

り
作業内容 これまで1ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定 5月 9月以降6月 7月 8月4月 備　考2月 3月廃炉中長期実行プラン２０２3

目標工程
最

検

討

・

設

計

・水処理二次廃棄物：ALPS吸着材等を分析中
・これまでの分析結果は以下のウェブページにまとめられている
リスト：https://clads.jaea.go.jp/jp/rd/tech-info.html
検索　：https://frandli-db.jaea.go.jp/FRAnDLi/

４．分析・研究
施設の設置

（実　績）
　・計画に基づいたサンプリングの実施
　・瓦礫類分析
　・汚染水分析・水処理二次廃棄物分析

（予　定）
　・計画に基づいたサンプリングの実施
　・汚染水分析・水処理二次廃棄物分析

●その他廃棄物対策関連
作業

３．固体廃棄物の性状把握

総合分析施設
（実　績/予　定）
　・設計検討（基本設計）

●分析施設

（実　績）
　・放射性物質を用いた分析作業
　　(分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む)

（予　定）
　・放射性物質を用いた分析作業
　　(分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む)

現

場

作

業

・2022年6月竣工
JAEA分析・研
究施設第１棟

固
体
廃
棄
物
の
保
管
管
理
、

処
理
・
処
分
計
画

処
理
・
処
分
計
画

現

場

作

業

検

討

・

設

計

放射性物質を用いた分析作業(分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む)

（分析継続）

設計検討（基本設計）

（分析継続）汚染水分析・水処理二次廃棄物分析

計画に基づいたサンプリングの実施 （採取継続）

瓦礫類分析

廃炉中長期実行プラン2023

2022（実績） 2023 2024 2025 2028 2034

そ
の
他

分析施設

年度

廃
棄
物
対
策

RMマイルストーン

ガレキ等

水処理
二次廃棄物

水処理二次廃棄物の処理技術オプションの検討等

中長期的な保管方法等の検討

HICスラリー移替え

溶融設備 設計・製作・設置

ガレキ等の屋外一時保管解消（2028年度内）

減容処理設備 一時保管分の減容処理

固体廃棄物貯蔵庫 第10,11棟 受入

吸着塔類の移動

スラリー安定化処理

固体廃棄物貯蔵庫 第10,11棟 設置工事

増設雑固体廃棄物焼却設備 一時保管分の焼却処理

スラリー安定化処理設備

設置検討・設計

減容処理設備 設置工事

大型廃棄物保管庫 第1棟 設置工事

廃棄物管理の適正化

適切な保管状態へ移行

タンク内未処理水（スラリー）の処理方法検討 タンク内未処理水（スラリー）の処理

※ 2030年度迄に固体廃棄物貯蔵庫を追設するための検討を行う

＜凡例＞

：工程間の関連

：作業の期間

：変更が見込まれる期間

：追加した工程

：変更した工程

：実施を取り止めた工程

2023年3月完了

中長期的な分析体制等の構築

総合分析施設

設計 設置

バイオアッセイ分析施設

設計 設置

バイオアッセイ分析機能の設計を総合分析施設に反映

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

（2024年8月完了予定）



東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた
固体廃棄物の分析計画の更新について

（2024年度）

2024年3月28日

東京電力ホールディングス株式会社
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• 福島第一原子力発電所における固体廃棄物の分析は，当初より放射能濃度や物性などの
性状把握を指向していたものの，廃棄物の保管管理を遂行するにあたり，大量に発生する
瓦礫類がフォールアウト汚染起因であったために表面線量率測定による区分に注力してきた。

• 一方，固体廃棄物の保管管理の適正化（放射能濃度による管理への移行等）および各
廃棄物の処理・処分方法，再利用方策等の構築にあたっては，放射能濃度や物性などの
廃棄物性状の把握・管理が不可欠であり，これらに対して戦略的に性状把握を進めていくこ
と，また，そのために必要な分析能力（分析施設，分析人材等）を確保するため，昨年
度に「東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた固体廃棄物の分析計画」
（以下，「分析計画」という）の策定を行った。

• 策定した分析計画については，廃炉作業の進捗に伴う分析ニーズ・性状把握方針の変化
等を反映した継続的な更新を行う。

• 1Fにおける廃炉作業の進捗状況や特定原子力施設の実施計画の審査等に係る技術会合
（以下，「1F技術会合」という）における固体廃棄物に関する課題の議論状況，また，そ
れらが反映された東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ（以
下，「リスクマップ」という）を踏まえて，2024年度版の分析計画を策定した。

1F固体廃棄物の分析計画の策定について
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分析計画策定の範囲について

分析計画策定の対象
• 分析計画の策定にあたっては，分析施設に対する負荷が高いと考えられる固体廃棄物の
処理・処分方法の検討および保管管理の適正化（放射能濃度による管理への移行等）
に向けた性状把握を目的とした分析を対象とした。

• 燃料デブリ，ALPS処理水，事故調査等に関しては本分析計画の対象外とした。これらに
ついては別途検討を実施し，分析能力の配分等について調整を行う。

分析計画を策定する期間
• 分析計画を策定する期間は，廃炉に係る作業や構内の状態を具体的に想定可能な期間
として向こう10年とした。今回の更新では，2024～2033年度の計画を策定する。
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• 分析計画更新のフローを下図に示す。
• 分析計画は，廃炉に係る計画・工程を踏まえて抽出された分析ニーズを踏まえて具体化を図っているが，
廃炉進捗に伴い目標，状況，条件及び技術課題は変化することから，分析ニーズ及び性状把握方針を
見直し，継続的に更新を行うものとしている。

• 廃棄物毎の分析計画は現場状況・検討状況等に応じて適宜更新を行うものとし，これらの更新内容を反
映した全体計画（年度毎の分析数）は年度毎に集約・整理を行う。

分析計画の更新について

図 1F固体廃棄物の分析実施（分析計画更新）のフロー

第112回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合事務局会議（2023.3.30）資料より抜粋・加工
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分析計画（2023年度版）と分析実績について
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検討手順・計画概要
• 既往の分析実績，保管における負荷，既存の廃棄物との類似性の観点から，分析優先度の
高い廃棄物を抽出した。

• 廃棄物毎にそれぞれの特性を踏まえた性状把握方針（分析データの利用方法）を具体化し，
分析計画を策定した（一件一葉）。

• 廃棄物毎の分析計画を統合し，全体計画として年度毎の分析数を設定した。

分析計画（2023年度版）について※

廃棄物毎の特徴を踏まえた性状把握方針や分析
データの利用方法を想定した分析計画の策定

分析優先度の高い廃棄物

※：第112回廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合事務局会議（2023.3.30）資料より抜粋・再構成

一件一葉



6

2023年度の分析実績について

分析対象

性状把握 分析技術開発・検証

計画
実績

大熊第１棟
茨城地区 大熊第１棟

解体廃棄物 建屋１～４号機

金属 3 － 4
• ICP-MS/MSによるSe-79分析法の妥当性評価，実試料分析
• ICP-MS/MSによるU-236(234)分析法の妥当性評価，実試料分
析

• ICP-MS/MSによるZr-93, Mo-93分析法の妥当性評価，実試料
分析

• ICP-MS/MSによるPd-107分析法の妥当性評価，実試料分析
• ICP-MS/MSによるSn-126分析法の妥当性評価，実試料分析
• 前処理操作の合理化及び塩酸フリー化したSr-90，Ni-63，Ca-

41の放射能分析法の妥当性評価，実試料分析
• 前処理操作の合理化及び塩酸フリー化したI-129, Cl-36 の放射
能分析法の妥当性評価，実試料分析

• 前処理操作の合理化及び塩酸フリー化したα核種（Pu-238，
Pu-239+240，Am-241，Cm-244）の放射能分析法の妥当
性評価，実試料分析

• 焼却灰の酸溶解試験

コンクリート － 4 －

その他 － 1 －

瓦礫類

瓦礫金属

BG相当未満 10 4 5

低線量 6 － 7

中線量 3 － －

瓦礫コンクリート

BG相当未満 15 3 －

低線量 10 － －

中線量 6 － －

土壌等 BG相当未満 10 － 10

水処理二次廃
棄物・その他

水処理二次廃棄物 吸着材 － 24 －

合計 63 62 －

表 2023年度分析実績

• 固体廃棄物の性状把握を目的とした2023年度の分析実績は62試料（計画では63試料）であり，分析
数としては概ね計画どおりとなった。ただし，分析対象とした試料種類の内訳については，試料の採取状況
を勘案して見直しを行っている。

• また，本年度はJAEA放射性物質分析・研究施設第１棟（以下，「大熊第１棟」という。）にて，分析
技術開発・検証として，簡易・迅速化分析法の実証を行っており，分析能力の一部は本目的に対する分
析に割り当てた。分析技術の検証は計画どおり完了した。

※試料の採取及び分析は，以下の廃炉・汚染水・処理水対策事業により，TEPCO，JAEA，NDC，NFDが実施。
茨城地区１：固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発
大熊第１棟：固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発（簡易・迅速化された分析技術を用いた標準的な分析法の検討）
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2024年度の分析計画・更新内容について
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主な反映事項について

分類 内容 対象範囲

①1F技術会合等で提示し
た方針・計画の反映

• 下記に対応する分析計画を具体化・反映

a.解体モデルケース検討のための分析

b.瓦礫類の放射能濃度管理手法構築のた
めの分析

c.水処理二次廃棄物等の固化処理方針策
定のための分析

2028年度までの計画

②分析優先度の見直し • ①を踏まえた分析優先度の更新 全体

③試料採取状況等を
踏まえた分析数の更新

• 現場作業との連携（瓦礫類の詰替え作業，
各種工事等）

• 技術的または安全上の問題の考慮
直近1~2年の計画

表 分析計画（2024年度版）の主な反映事項

• 分析計画（2024年度版）の主な反映事項を下表に示す。
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2024年度分析計画について

図 年度毎の分析数の推移

• 廃棄物毎の性状把握方針，分析計画を更新し，それらを統合して整理した全体分析計画
（年度毎の分析数）を下図に示す。

• 年度毎の分析数は，2028年度までは約250試料／年，2029年度以降は約400試料／年
となった。

瓦礫類

建屋解体物等
（解体廃棄物）

水処理二次廃棄物等
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①1F技術会合等で提示した方針・計画の反映：リスクマップ

• 1F技術会合等の議論の結果が反映されたリスクマップ（固形状の放射性物質の箇所）を下図に示す。
• 図中の太枠は，性状把握が重要且つ2028年度までに対応が求められる課題であり，これらを当面最優先
で対応すべき課題として位置付け，各課題に対する検討の進め方・スケジュールと整合した分析計画を検討
した。

a. 解体モデルケース検討のための分析
b. 瓦礫類の放射能濃度管理手法構築のための分析
c. 水処理二次廃棄物等の固化処理方針策定のための分析

c
b

a

第67回原子力規制委員会(2024/2/28) 資料一部抜粋・加工

b
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①1F技術会合等で提示した方針・計画の反映：建屋解体物等

• 2028年度までは，汚染レベルの低いコンクリートを中心に，コンクリート状態や曝露環境等の汚染への因子と汚染傾向・
汚染メカニズムの関係の体系的な分析データの蓄積を進める。

• 上記の領域に分析リソースを優先的に割き，1-4号機R/B・T/Bの汚染調査については，2029年度以降にデブリ取り出し
作業と並行して，総合分析施設を活用しながら進める。

図 年度毎の分析数の推移（建屋解体物等）

3・4号Rw/Bを対象とした試検討
（仮定に基づく検討）

汚染調査(分析)・文献調査
・汚染分布・汚染メカニズム ・核種濃度比 ・汚染に係る影響因子の評価

3・4号Rw/Bを対象とした試検討
（実際の汚染状況に基づく検討）

汚染レベルの高い領域：3・4号機Rw/B等
汚染レベルの低い領域：5・6号機，その他施設

1F技術会合にてお示しした目標・工程 【a.解体モデルケース検討】
• 3・4号機廃棄物処理建屋（Rw/B）を対象に，汚染調査，施設解体，除染・減容，廃棄物の保管管理等の施設
解体に係る一連の試検討を実施し，将来の施設解体に向けた合理的な解体方法，廃棄物対策等の手法の整備を行う
（2028年度目標）。

• 整備する手法は他の施設への展開を念頭に置いて一般化したものとし，分析（汚染調査）は汚染分布・メカニズム，核
種濃度比等について，曝露環境など汚染に係る影響因子との関係に着目して体系的にデータ取得を進める。

2028年度（目標）
建屋解体に係る汚染調査，解体方法等の整備（施設解体モデルの策定）
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①1F技術会合等で提示した方針・計画の反映：瓦礫類

• 2028年度までは，瓦礫類の保管容器の表面線量率から放射能濃度を推定するためのデータ整備として，Cs-137を
キー核種とした核種濃度比に関するデータ蓄積を進める。低線量のものから優先的に分析を進める。

• 取得された核種濃度比に関するデータに基づき，評価単位とするグループの構成・更新を行い，グループ毎の核種濃度
比の設定の観点から必要に応じて分析計画を更新する。

• 既に固体廃棄物貯蔵庫において屋内保管が行われている高線量の個体は，容器詰め替え等のタイミングで試料採取・
分析または保管容器外側からの非破壊測定技術の開発・適用等を検討するものとし，本格的な分析については2029
年度以降の実施を想定した。

図 年度毎の分析数の推移（瓦礫類）

BG～低線量瓦礫類
• 表面線量率－放射能濃度評価
• 核種濃度比の把握

低～中線量瓦礫類
• 表面線量率－放射能濃度評価
• 核種濃度比の把握

高線量瓦礫類等
（屋外一時保管を経ずに屋内保管された廃棄物等）

屋外一時保管 → 建屋内保管への移行 保管容器＋建屋内保管（BG相当除く）

1F技術会合にてお示しした目標・工程 【b.瓦礫類の放射能濃度管理手法構築】
• 既発生の瓦礫類について，保管容器の表面線量率による放射能濃度管理手法を構築する（2028年度目標）。
• コンクリート・金属以外の不燃物及びβ汚染有に分類した瓦礫類について性状把握を進める。

2025年度（目標）
BG・低線量瓦礫の放射能濃度評価

2028年度（目標）
中線量瓦礫の放射能濃度評価
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①1F技術会合等で提示した方針・計画の反映：水処理二次廃棄物等

• 2025年度の固化処理方針策定に向けて，ALPSスラリー，Cs吸着材等の固化処理方針策定に必要な廃棄物性状に
関する情報整備を目的とした分析を2024・2025年度に優先的に実施する。

• これらの分析では，固化体に要求される機能の評価（埋設環境下での低溶出性の要否等）及び固化技術の適用性
評価に資する化学的性状把握（固化を阻害する構成物質に関する情報等）やC-14，I-129などの長半減期かつ収着
分配係数が低い核種の放射能濃度などのデータ整備を進める。

図 年度毎の分析数の推移（水処理二次廃棄物等）

2025年度（目標）
固化処理方針の策定
• 水処理二次廃棄物の廃棄物ストリーム案の整理
• 固化処理技術（候補）の絞り込み
• 固化処理方法決定までの詳細計画の策定
• 固化処理開始までの工程案の策定
• 課題抽出と技術開発計画の策定（試料採取・分析計画策定を含む）

固化方針策定 策定した方針・計画に基づく処理施設整備

ALPSスラリー
Cs吸着材
蒸発濃縮装置廃スラリー等

詳細計画検討，施設設計等
へのデータ提供

1F技術会合にてお示しした目標・工程 【c.水処理二次廃棄物等の固化処理方針策定】
• 水処理二次廃棄物の固化処理方針を2025年度に策定する。
• 固化処理方針策定に必要な性状把握を2025年度までに実施する。
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②分析優先度の見直し

• ①により，固体廃棄物に係る課題に対する性状把握方針および2028年度までの分析計画を具体化
したことに伴い，これまで仮定に基づき分析数を割り振っていた廃棄物について対応の緊急性・必要性
の見直しを行い，分析の優先度・実施時期の見直しを図った。

③試料採取状況等を踏まえた分析数の更新

• 分析の実施にあたっては分析用試料の確保が必要であることから，本年度に実施した試料採取の実
績・状況を踏まえて，直近１～2年の分析計画を更新した。

表 試料採取状況等を踏まえた分析計画の見直し

→固体廃棄物の分析を計画的に進めていくためには分析計画に合わせた適切な試料採取の実施が非
常に重要であることから，廃炉に係る各作業・工事の計画段階から積極的に試料採取作業を織り込
み，試料採取を進めていくものとする。合理的に試料採取が可能なタイミングや期間は限られる場合
もあるため，試料採取を先行して実施し，試料をストックしておくなどの対応も検討する。

②③その他の修正点

分類 内容

現場作業との連携
（瓦礫類の詰め替え作業，

各種工事等）

 コンテナ詰め替え作業・一時保管エリアC試験的取出しに合わせて試料採取を実施
 プロセス主建屋の工事に合わせて滞留水接触コンクリートコア採取等を計画

技術的又は
安全上の問題

 下記について，技術的又は安全上の問題から計画どおり試料採取ができず，分析実施
時期を見直し
✓ SARRY吸着材（珪砂）
✓ 建屋外壁（アスベスト対策）
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• 更新前後の分析数の比較を下図に示す。分析数は，2028年度まではほぼ増減は無く，2029年度以降
は50試料／年程度の増加となった。

• 2028年度までの分析数の主な増減要素は下記のとおり。
ⅰ. 瓦礫類の分析数が増加（その他不燃物，β汚染有に分類した瓦礫類を追加）
ⅱ. 5・6号機/その他施設解体廃棄物（汚染調査）の増加（解体モデルケース検討対応）
ⅲ. 1-4号機解体廃棄物（汚染調査）の減少（解体モデルケース検討を先行させるため）

• 2029年度以降は，1-4号機解体廃棄物の分析数が増加する形となっている（ⅲと対応）。

分析数の増減

図 年度毎の分析数の比較（手前側：2024年度版，奥側：2023年度版）
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分析体制構築に向けた取り組み状況について
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廃棄物分析の体制について ～現状～

○TEPCO，NDF，JAEA等関
係者間の全体調整 等

○ 廃棄物の分析・研究
○ 分析手法の技術開発
○ 分析人材の育成 等

JAEA 第１棟

○ 高線量廃棄物／燃料デ
ブリの分析・研究

○ 分析手法の技術開発
○ 分析人材の育成 等

JAEA 第２棟

○ 廃棄物や燃料デブリの研究
○ 分析手法の技術開発 等

構外の既存分析施設

○ 分析計画の策定
○ 廃棄物や燃料デブリ等の分析実務
○ 分析施設の整備：総合分析施設
○ 分析人材の育成 等

TEPCO 総合分析施設

⚫ 分析体制の構築に一定の期間を要するため，当面の間，JAEA等の社外分析機関の協
力を得ながら廃棄物分析を進める

⚫ NDFからの技術支援やエネ庁・JAEAによる育成支援を受けるなどオールジャパン体制で取
り組んでいる。

○ 先導的研究計画の検討
○ 研究成果を踏まえた合理的
管理方策の検討

○ 技術サポート体制の構築 等

ＮＤＦ

エネ庁他

・性状把握結果（基礎情報）
・研究検討成果
（分析方法や各成果）

・分析人材の出向／派遣
（人材育成の協力依頼）
・分析相談

（社外分析機関）

・技術者の
サポート

・基礎技術向上
に向けた支援

（JAEA茨城，NDC，NFD）
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■東京電力の取り組み
• 総合分析施設の立ち上げに向けて，分析技術者候補を大熊第１棟へ派遣し，ＯＪＴとして研究開
発に参加させ，分析技術者１名を育成。また，東電としてコンクリートの分析手順を策定。

• 2024年度より，分析作業者を毎年５名程度（目標）増員し，順次，トレーニングする。

■ＪＡＥＡの取り組み
• 大熊第１棟での分析人材（職員の分析管理者と請負の分析作業者）の育成を進める。
• 中長期的な視点に基づき大学などと連携し，新たな分析手法の開発，その検証を行うとともに，そ
れらを通じて若手人材を育成するなど，高度な人材育成の場としての活用も検討していく。

■ＮＤＦの取り組み
• 東京電力の分析を技術面で支援するよう，分析調整会議及び分析サポートチームを発足し，活動を
開始させた

分析技術者

分析管理者

分析作業者

育成・確保

育成・確保

育成・確保，裾野を広げる

分析人材のレイヤー 役割・スキル 人材育成・確保に向けた取組
分析手順の策定
•放射化学/計測原理の知識
•物性・観察，保障措置の知識
•線量評価の知識

作業監理と分析データ管理
•調達管理/作業管理
• データ管理/品質管理

分析作業
•分析手順の理解，設備/装置の操作スキル
•放射線防護の知識

•東京電力，JAEAと協力して作業計画，分析計画の策定
•分析サポートチームの活用
•研究開発の場に将来を担う若手の参加機会の拡充
•東電分析候補者をJAEA大熊第１棟の研究開発へ派遣

•分析サポートチームの活用
•研究開発の場に将来を担う若手の参加機会の拡充

•固形試料，高線量試料の分析トレーニング
•分析作業者の教育研修

分析体制構築に向けた取り組み ～人材育成・確保～
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分析体制構築に向けた取り組み ～施設整備～

■東京電力の取り組み
• 廃棄物の他，燃料デブリも対象とする総合分析施設の設計検討中。2020年代後半の竣
工を目指す

■JAEAの取り組み
• 大熊第１棟にて実施してきた標準的な分析手法の整備が実質的に完了。2024年度以
降，これらの手法を用いて分析計画を踏まえた着実な分析と研究開発を実施予定（本格
稼働）。分析業務量の増加にも対応出来るよう，分析能力の拡充，分析手法の合理化
等の検討を加速する。

• ＪＡＥＡ放射性物質分析・研究施設第２棟（以下，「大熊第２棟」という。）では，実
施計画の認可に向けて審査中であり，関係機関におけるプロセスを加速化し早期着工を目
指す。

大熊第１棟
2022年6月竣工

大熊第２棟
審査中

ＪＡＥＡ放射性物質分析・研究施設TEPCO 総合分析施設
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分析体制構築に向けた取り組み ～その他～

• 廃棄物の分析目的に応じた分析対象核種や検出下限値の設定など，具体的な分析業務
への落とし込みを東京電力，ＪＡＥＡが協力して行っており，分析計画やそれを踏まえた
JAEAの業務計画の見直しに反映する予定

• 2024年度以降の試料採取，分析を行う施設の確保，試料の輸送などに関わる工程全体
の調整を実施。また，引き続き分析と各廃炉作業との連携体制と機能の強化を行う

• 現在の廃炉作業の進捗および東京電力の分析計画を踏まえ，技術戦略プランにおいて，
『分析に関わる関係機関個別の実行計画』を新たに追加した

＜その他，分析を着実に実施していくための枠組み整備＞
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まとめ

• 1Fにおける廃炉作業の進捗状況や1F技術会合における固体廃棄物に関する課題の議論状況，実際の現
場作業状況，試料採取状況等を踏まえて，2024年度版の分析計画を策定した。

• 主な反映事項は，1F技術会合等にて提示した固体廃棄物に係る課題に対する検討方針，スケジュール
等に対応した分析計画とした点であり，年度毎の分析数は2028年度までは大きな増減は発生せず，
2029年度以降に50試料／年程度の増加の見込みとなった。

• 分析施設の整備及び人材育成，体制整備による分析能力の拡充は計画どおり進んでいる。引き続き，
国・JAEA・NDFと連携して分析施設の整備，分析能力拡充，人材育成・確保を進めていく。

0
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200
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400

500

600

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

分
析
数
（
個
）

年度

1-4号機解体廃棄物

デブリ取り出し廃棄物（二次廃棄物等）

5・6号機解体廃棄物

その他解体廃棄物

瓦礫金属

瓦礫コンクリート

土壌

その他瓦礫

水処理二次廃棄物

震災前廃棄物（事故影響を受けたもの）

分析計画

最新の
分析ニーズ

全体計画 廃棄物毎の計画
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参考資料
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参考：分析対象物の例（2024年度分析実施予定）

■建屋解体物等

• 3・4号機廃棄物処理建屋コンクリートコア・はつり

3・4号機廃棄物処理建屋から採取したコア・はつり試料

■瓦礫類

• 一時保管エリアC試験取出し時に発生した瓦礫(金属・コ
ンクリート)

• コンテナ詰替え作業時に採取した瓦礫(金属・コンクリート)
• 5・6号機建屋周辺土壌

コンテナ詰替え作業時に採取した瓦礫コンクリート試料

■水処理二次廃棄物等

• KURION・SARRY吸着材
• ALPSスラリー(増設/既設)
• 濃廃スラリー

既設ALPSスラリー(炭酸塩スラリー)採取試料
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核種 分析対象※1 優先核種※2

H-3 ○

C-14 ○ ○

Cl-36 ○ ○

Ca-41 ○

Co-60 ○ ○

Ni-63 ○ ○

Se-79 ○

Sr-90 ○ ○

Zr-93 ○

Mo-93 ○

Nb-94 ○

Tc-99 ○ ○

Ru-106 ○

Pd-107 ○

Ag-108m ○

表 分析対象核種

参考：分析対象核種について

• 固体廃棄物を対象とした当面の分析における対象核種を下表に整理した。
• 核種の選定は，既存の放射性廃棄物処分の安全評価事例に基づき，処分施設の設計・安全評価にお
いて有意な影響を有する可能性があると考えられる核種を抽出した。将来的には1F固有の条件（廃棄物
特性など）を踏まえ，必要に応じて更新する。

核種 分析対象※1 優先核種※2

Sb-125 ○

Sn-126 ○

I-129 ○ ○

Cs-137 ○ ○

Eu-154 ○

U-234 ○

U-235 ○

U-236 ○

U-238 ○

Np-237 ○

Pu-238 ○ ○

Pu-239 ○

Pu-240 ○

Am-241 ○ ○

Cm-244 ○

• 分析下限値(目標)は，クリアランス基準をめやすに設定する（具体は廃棄物毎に検討する）。
• 再利用の可能性のある対象物は，再利用形態を考慮した分析対象核種を設定する。
※1：既存の放射性廃棄物の安全評価事例等より抽出した核種 → 合理的に可能な範囲で分析を実施する
※2：処分区分の濃度上限値設定核種（特に重要度の高い核種）→ 原則，全量に対して分析を実施する



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030前半 2030後半

表 瓦礫類の分析の進め方
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• 2029年度以降は屋外一時保管解消に伴い合理的な試料採取が難しくなる。そのため，瓦礫類の放射能
濃度管理・評価手法の構築の目標時期を2028年度に設定し，屋外一時保管解消に向けた作業（減容
や容器詰め替え等）と連携させて試料採取・分析を進めていく。

• 試料採取・分析は，減容処理の順番や再利用の安全性に関するエビデンスの補強を早期に進めたいことを
踏まえ，低線量のものから優先して対応していく。

• 後述の建屋解体物等を対象とした分析結果も活用する（バラツキ・不均一性に対する要因分析等）。

分析試料の採取には，保管場所からの取出し，
開蓋，保管場所への戻し等の作業が必要となる

BG～低線量瓦礫類（<1m Sv/hめやす）
• 表面線量率－放射能濃度評価
• 核種濃度比の把握

低～中線量瓦礫類（<30m Sv/hめやす）
• 表面線量率－放射能濃度評価
• 核種濃度比の把握

高線量瓦礫類等
（屋外一時保管を経ずに屋内保管された廃棄物）

時期

保
管
管
理

屋外一時保管 → 建屋内保管への移行 保管容器＋建屋内保管（BG相当除く）

容器収納・詰め替え

減容（破砕・切断）

建屋解体物等をターゲットとした分析・評価結果
バラツキの原因／不均一性に関するデータ／汚染経路・メカニズムに係る知見

分
析

▼屋外一時保管解消

参考：瓦礫類に対する方針・計画（1F技術会合）

第15回特定原子力施設の実施計画の審査等に係る技術会合（2023.12.4）資料より抜粋



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030前半 2030後半

表 建屋解体物等の検討の進め方
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• 解体モデルケース検討による解体等手法整備の目標時期を2028年度に設定する。目標時期の考え方は下
記のとおり。
✓ 2029年度以降の廃棄物の処理・保管管理等の計画の検討に展開する
✓ 検討成果を瓦礫類の放射能濃度管理手法の検討に展開すること
✓ 3・4号Rw/Bの解体時期（具体の工程は未定であるが2029年度以降と仮定）

• 建屋汚染に係る分析データは徐々に蓄積されていくため，まずは文献調査で汚染に係る基礎的知見を収集
し，汚染状況を仮定してモデルケース検討を進める。分析データの蓄積に伴い，実際のRw/Bの汚染状態を
想定した検討に移行させていく。

• 構築した各手法は，試験的な適用も含め段階的に適用対象を拡げていく。

時期

解
体
・
保
管
管
理

モ
デ
ル
ケ
ー
ス

検
討

解体方法・除染方法，保管・管理方法，放射能濃度管理方法

建屋解体物等の保管管理
(合理的に区分された廃棄物管理）

3・4号Rw/Bを対象とした試検討
（仮定に基づく検討）

バラツキの原因／不均一性に関するデータ
／汚染経路・メカニズムに係る知見

汚染調査(分析)・文献調査
・汚染分布・汚染メカニズム ・核種濃度比 ・汚染に係る影響因子の評価

解体対象施設の汚染調査分
析

参考：建屋解体物等に対する方針・計画（1F技術会合）

瓦礫類の放射能濃度管理手法検討に展開

汚染状況に応じた施設の解体

試験的な適用も含め段階的に適用対象を拡大

3・4号Rw/Bを対象とした試検討
（実際の汚染状況に基づく検討）

汚染調査・評価方法

第15回特定原子力施設の実施計画の審査等に係る技術会合（2023.12.4）資料より抜粋
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2023 2024 2025 2026年度以降

分析

固化
処理

データ拡充
許認可等を想定した分析データ蓄積

固化体のデータ取得

ALPSスラリー

固化処理技術開発
（技術オプションの整備，適用範囲・条件の特定等）

表 固化処理実施に向けた検討の進め方

KURION/SARRY

その他（HIC吸着材等）

分析データ

固化処理方針の策定（2025年度）
• 選択肢を絞り込み2026年度以降の計画を具
体化する（右側緑枠部分）。

• 検討事項（案）は下記のとおり。
✓ 水処理二次廃棄物の廃棄物ストリーム案の
整理

✓ 固化処理技術（候補）の絞り込み
✓ 固化処理方法決定までの詳細計画の策定
✓ 固化処理開始までの工程案の策定
✓ 課題抽出と技術開発計画の策定（試料採
取・分析計画策定を含む）

候補選定要件整理 技術的成立性評価 固化処理方針策定

参考：水処理二次廃棄物に対する方針・計画（1F技術会合）

• 固化処理実施に向けた検討の進め方及び2025年度の固化処理方針策定の検討事項案について，下記
に整理した。

ALPSスラリーの分析方針（固化処理方針策定に必要なもの）
•不足していると考えているのは下記の2点。スラリーは，5試料を使って上記の分析をするべく調整中。分析
は2024年度予定。

a.処分重要核種のデータ（C-14,Tc-99,I-129等の取得）
b.構成物質の確認（化学的性状）

固化処理技術開発
(実証・許認可等対応データ整備）

設計・認可

技術選定

建設

COLD試験 HOT試験

試設計／データ整備等

固化処理（運転）

固化処理方法の決定
（ALPSスラリー）

データ拡充
（新規発生分）

KURION/SARRY

参考：当社のセメント固化処理施設の事例 ⇒10年弱

その他・・・

その他・・・

リスクマップ上の目標（具体的実施事項は要調整）

• 処理設備試設計（供給系，オフガ
ス系設計，ﾒﾝﾃﾅﾝｽ等を含む）

• 技術実証（実スラリーを用いた固化
試験を含む）

• 設計・認可において必要なデータ取
得（固化体の性状，飛散率の取
得等）

ALPSスラリー

固化処理開始

第15回特定原子力施設の
実施計画の審査等に係る技
術会合（2023.12.4）資
料より抜粋
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以上
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2024年 3月 28日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

 

 

東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた 

固体廃棄物の分析計画（2024 年度版） 

 

 

 

１．はじめに 

福島第一原子力発電所（以下，「1F」という）における固体廃棄物の分析は，当初より放射

能濃度や物性などの性状把握を指向していたものの，廃棄物の保管管理を遂行するにあたり，

大量に発生する瓦礫類がフォールアウト汚染起因であったために表面線量率測定による区分に

注力してきた。 

一方，固体廃棄物の保管管理の適正化（放射能濃度による管理への移行等）および各廃棄物

の処理・処分方法，再利用方策等の構築にあたっては，放射能濃度や物性などの廃棄物性状の

把握・管理が不可欠であり，これらに対して戦略的に性状把握を進めていくこと，また，その

ために必要な分析能力（分析施設，分析人材等）を確保するため，昨年度に「東京電力福島第

一原子力発電所の廃止措置等に向けた固体廃棄物の分析計画」（以下，「分析計画」という）を

策定した。現在，策定した分析計画に基づき，分析に資する試料の採取，分析データの取得と

もに，分析ニーズを踏まえた分析施設の整備，人材育成などを進めている。 

策定した分析計画は，廃炉作業の進捗に伴う分析ニーズ・性状把握方針の変化等を反映した

継続的な更新を行うものとしており，1Fにおける廃炉作業の進捗状況や特定原子力施設の実

施計画の審査等に係る技術会合（以下，「1F技術会合」という）における固体廃棄物に関する

課題の議論状況，また，それらが反映された東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの

低減目標マップ（以下，「リスクマップ」という）を踏まえて，2024年度版の分析計画を策定

した。 

 

 

２．分析計画策定の範囲について 

(1)分析計画策定の対象 

分析計画の策定にあたっては，下記の特徴により分析の難易度・分析数ともに高い水準が

要求され，分析施設に対する負荷が高いと考えられる固体廃棄物の処理・処分方法の検討お

よび保管管理の適正化（放射能濃度による管理への移行等）に向けた性状把握を目的とした

分析を対象とした。 
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（固体廃棄物の分析の特徴） 

・ 廃棄物の種類が多く，性状が多様であること 

・ 発生量が膨大であること 

・ 評価対象とする核種・性状の幅が広いこと（保管管理，処理・処分，再利用等への対

応） 

・ 分析における前処理等に係る作業量が多いこと 

 

燃料デブリ，ALPS処理水，事故調査等に関しては本分析計画の対象外とした。これらに

ついては別途検討を実施し，分析能力の配分等について調整を行う。 

 

(2)分析計画を策定する期間 

分析計画を策定する期間は，廃炉に係る作業や構内の状態を具体的に想定可能な期間とし

て向こう 10年とした。今回の更新では，2024～2033年度の計画を策定する。 

 

(3)分析計画の更新について 

分析計画更新のフローを下図に示す。分析計画は，廃炉に係る計画・工程を踏まえて抽出

された分析ニーズを踏まえて具体化を図っているが，廃炉進捗に伴い目標，状況，条件及び

技術課題は変化することから，継続的に分析ニーズ及び性状把握方針を見直し，更新を行う

ものとしている。 

廃棄物毎の分析計画は現場状況・検討状況等に応じて適宜更新を行うものとし，これらの

更新内容を反映した全体計画（年度毎の分析数）は年度毎に集約・整理を行う。 

 

 

 

 

図 1F固体廃棄物の分析実施（分析計画更新）のフロー 
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３．分析計画（2023年度版）と分析実績について 

昨年度に策定した分析計画（2023年度版）の計画概要及び分析実績を参考資料１に整理し

た。 

本計画に基づき，2023年度は固体廃棄物の性状把握を目的とした分析と JAEA分析・研究施

設第１棟（以下，「大熊第１棟」という。）で実施した分析技術開発における技術検証を目的と

した分析を実施した。 

固体廃棄物の性状把握を目的とした 2023年度の分析実績は 62試料（計画では 63試料）で

あり，分析数としては概ね計画どおりとなった。ただし，分析対象とした試料種類の内訳につ

いては，試料の採取状況等を勘案して見直しを行っている。 

分析技術開発・検証については，瓦礫類を対象とした分析により簡易・迅速化分析法の実証

を行っており，大熊第１棟の分析能力の一部は本目的に対する分析に割り当てた。分析技術の

検証は計画どおり完了した。 

 

 

４．分析計画（2024年度版）について 

(1)2024年度版の反映事項 

分析計画の更新における主な反映事項を下表に示す。大きくは，表中の①～③の３つの観

点で計画の更新を行った。 

これらを踏まえて廃棄物毎の性状把握方針及び分析計画の更新を行い（一件一葉の更

新），統合することで全体計画（年度毎の分析数）を整理した。 

 

 

表 2024年度分析計画における主な反映事項 

分類 内容 対象範囲 

① 1F技術会合等で

提示した方針・

計画の反映 

 下記に対応する分析計画を具体化・反映 

a.解体モデルケース検討のための分析 

b.瓦礫類の放射能濃度管理手法構築のための分析 

c.水処理二次廃棄物等の固化処理方針策定のため

の分析 

2028年度まで

の計画 

② 分析優先度の見

直し 

 ①を踏まえた分析優先度の更新 
全体 

③ 試料採取状況等

を踏まえた分析

数の更新 

 現場作業との連携（瓦礫類の詰替え作業，各種工

事等） 

 技術的または安全上の問題の考慮 

直近 1～2年の

計画 
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(2)分析計画（2024年度版）について 

廃棄物毎の性状把握方針，分析計画を更新し，それらを統合して整理した全体分析計画

（年度毎の分析数）を下図に示す。年度毎の分析数は，2028年度までは約 250試料／年，

2029年度以降は約 400試料／年となった。 

更新内容は次節に示す。 

 

 

図 年度毎の分析数の推移 

 

(3)2024年度の更新内容 

1)1F技術会合等で提示した方針・計画の反映 

固形状の放射性物質は，昨年度のリスクマップの改定において「優先して取り組むべき

リスク低減に向けた分野」として抽出され，1F技術会合等にて個別の課題について議論が

行われてきた。各課題に対して提示した対応方針，スケジュール等は 2024年 2月の原子

力規制委員会で示されたリスクマップに反映されている。2024年 2月の原子力規制委員会

で示されたリスクマップ（固形状の放射性物質に係る部分）を参考資料２に示す。 

このうち，性状把握が重要且つ 2028年度までに対応が求められる課題として下記の３

つを抽出した（参考資料２の図中の太枠）。これらを当面最優先で対応すべき課題として

位置付け，各課題に対する検討の進め方・スケジュールと整合した分析計画を検討した。 

 

a. 解体モデルケース検討のための分析 

b. 瓦礫類の放射能濃度管理手法構築のための分析 

c. 水処理二次廃棄物等の固化処理方針策定のための分析 
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a. 解体モデルケース検討のための分析（建屋解体物等を対象とした分析） 

(a) 1F技術会合にて提示した目標・工程 

 3・4号機廃棄物処理建屋（Rw/B）を対象に，汚染調査，施設解体，除染・減容，廃

棄物の保管管理等の施設解体に係る一連の試検討を実施し，将来の施設解体に向け

た合理的な解体方法，廃棄物対策等の手法の整備を行う（2028年度目標）。 

 整備する手法は他の施設への展開を念頭に置いて一般化したものとし，分析（汚染

調査）は汚染分布・メカニズム，核種濃度比等について，曝露環境など汚染に係る

影響因子との関係に着目して体系的にデータ取得を進める。 

 

(b) 分析の実施方針 

 2028年度までは解体モデルケース検討に資する分析データの取得を優先して実施す

るものとする。汚染レベルの高い領域として 3・4号機 Rw/B等，低い領域として 5・

6号機，その他施設について分析を進める。 

 発生量が多く汚染状況が多様なコンクリートを優先して分析データの蓄積を進め

る。施設の状態，曝露条件などの条件から核種濃度比や浸透状況等の汚染状態が推

定できるよう分析データの蓄積・評価を進め，評価手法を構築する。具体的には，

例えば下表に示す因子と汚染傾向・汚染メカニズムの関係の体系的な分析データの

蓄積を進める。汚染状態の把握と合理的な除染・分別を実施することで，保管・処

分対象とする廃棄物量の削減が期待できる。 

 

   表 コンクリート汚染に対する影響因子（考慮事項の例） 

分類 核種浸透に関する影響因子 

コンクリートの 

状態 

基質部の空隙構造，中性化・溶脱状態 

亀裂，マイクロクラック 

コンクリート配合（骨材比，水セメント比等） 

表面状態（塗装，保護層有無，状態） 

配筋，鉄筋の状態（腐食生成物等） 

曝露環境 

温度・湿度の履歴 

水接触の履歴（接触時間・時期，接触状況等） 

接触水の化学組成 

核種の特性 核種の移行特性 

 

 リスクマップにおいて，「放射能濃度に基づく屋外保管含む合理的な保管方法・構内

再利用の考え方を整理し，運用を開始する」が実現すべき姿（2033年度時点）とし

て設定されている。特に汚染レベルの低い領域の汚染状況把握・評価が重要であ

り，5・6号機やその他施設を対象にコンクリートの状態や曝露環境の履歴が把握で

きている箇所の試料採取・分析を進めていく。 

 1-4号機 R/B・T/Bの調査・検討については，2029年度以降にデブリ取り出し作業と
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連携し，総合分析施設を活用しながら進めるものとする。 

 下図に，本目的に対応した分析数・内訳に関する年度展開を整理する。 

 

 

 

図 年度毎の分析数の推移（建屋解体物等） 
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b. 瓦礫類の放射能濃度管理手法構築のための分析（瓦礫類を対象とした分析） 

 (a) 1F技術会合にて提示した目標・工程 

 既発生の瓦礫類について，保管容器の表面線量率による放射能濃度管理手法を構築

する（2028 年度目標）。 

 コンクリート・金属以外の不燃物及びβ汚染有に分類した瓦礫類について性状把握

を進める。 

 

(b) 分析の実施方針 

 2028年度までは，瓦礫類の保管容器の表面線量率から放射能濃度を推定するため

のデータ整備として，Cs-137をキー核種とした核種濃度比に関するデータ蓄積を

進める。試料採取の容易性，再利用に関する検討への展開を念頭に，低線量のもの

から優先的に分析を進める。 

 取得された核種濃度比に関するデータに基づき，評価単位とするグループの構成・

更新を行い，グループ毎の核種濃度比の設定の観点から必要に応じて分析計画を更

新する。 

 既に固体廃棄物貯蔵庫において屋内保管が行われている高線量の個体は，容器詰め

替え等のタイミングで試料採取・分析または保管容器外側からの非破壊測定技術の

開発・適用等を検討するものとし，本格的な分析は 2029年度以降に実施を想定し

た。 

 下図に，本目的に対応した分析数・内訳に関する年度展開を整理する。 

 

 

 

図 年度毎の分析数の推移（瓦礫類） 

 

  



9 

c. 水処理二次廃棄物等の固化処理方針策定のための分析（水処理二次廃棄物等を対象と

した分析） 

 (a) 1F技術会合にて提示した目標・工程 

 水処理二次廃棄物の固化処理方針を 2025年度に策定する。 

 固化処理方針策定に必要な性状把握を 2025年度までに実施する。 

 

(b) 分析の実施方針 

 2025年度の水処理二次廃棄物の固化処理方針策定に向けて，ALPS スラリー，Cs吸

着材等の固化処理方針策定に必要な廃棄物性状に関する情報整備を目的とした分析

を 2024・2025年度に優先的に実施する。 

 固化処理方針策定にあたっては，固化体に要求される機能・性能の評価（埋設環境

下での低溶出性の要否等）及び固化技術の適用性評価に資する廃棄物性状に係る情

報として，化学的性状把握（固化を阻害する構成物質に関する情報等）や C-14，

I-129などの長半減期かつ収着分配係数が低い核種の放射能濃度などの情報が必要

となることから，これらについて分析データの整備を進める。 

 下図に，本目的に対応した分析数・内訳に関する年度展開を整理する。 

 

 

 

図 年度毎の分析数の推移（水処理二次廃棄物等） 

 

 

2)分析優先度の見直し 

1)により，固体廃棄物に係る課題に対する性状把握方針および 2028年度までの分析計

画を具体化したことに伴い，これまで仮定に基づき分析数を割り振っていた廃棄物につい

て対応の緊急性・必要性の見直しを行い，分析の優先度・実施時期の見直しを図った。 
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3)試料採取状況等を踏まえた分析数の更新 

分析の実施にあたっては分析用試料の確保が必要であることから，本年度に実施した試

料採取の実績・状況を踏まえて，直近１～2年の分析計画を更新した。 

試料採取は，できる限り現場作業・工事と連携して進めるように調整しており，実際の

作業状況等を踏まえて採取対象・時期等について見直しを行っている。また，技術上又は

安全上の問題から計画どおり試料採取ができなかったケースもあり，対策を講じた上で再

度試料採取を行うものとして分析実施時期を遅らせるなどの変更を行っている。 

下表に主な変更点を示す。 

 

表 試料採取状況等を踏まえた分析計画の見直し 

分類 内容 

現場作業との連携

（瓦礫類の詰め替え

作業，各種工事等） 

 コンテナ詰め替え作業・一時保管エリア C試験的取出しに合わせ

て試料採取を実施 

 プロセス主建屋の工事に合わせて滞留水接触コンクリートコア採

取等を計画 

技術的又は 

安全上の問題 

 下記について，技術的又は安全上の問題から計画どおり試料採取

ができず，分析実施時期を見直し 

✓ SARRY吸着材（珪砂） 

✓ 建屋外壁（アスベスト対策） 

 

上記のとおり，固体廃棄物の分析を計画的に進めていくためには分析計画に合わせた適

切な試料採取の実施が非常に重要であることから，廃炉に係る各作業・工事の計画段階か

ら積極的に試料採取作業を織り込み，試料採取を進めていくものとする。合理的に試料採

取が可能なタイミングや期間は限られる場合もあるため，試料採取を先行して実施し，試

料をストックしておくなどの対応も検討する。 

 

(4) 分析数の増減について（2023年度版との比較） 

2023年度版の分析数の年度展開との比較を下図に示す。分析数は，2028年度まではほぼ

増減は無く，2029年度以降は 50試料／年程度の増加となった。 

2028年度までの分析数の主な増減要素は下記のとおり。 

 

ⅰ. 瓦礫類の分析数が増加（その他不燃物，β汚染有に分類した瓦礫類を追加） 

ⅱ. 5・6号機/その他施設解体廃棄物（汚染調査）の増加（解体モデルケース検討対応） 

ⅲ. 1-4号機解体廃棄物（汚染調査）の減少（解体モデルケース検討を先行させるため） 

 

2029年度以降は，1-4号機解体廃棄物の分析数が増加する形となっている（ⅲと対応）。 
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図 年度毎の分析数の比較（手前側：2024年度版，奥側：2023年度版） 
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５．分析人材の育成・サポート体制の現状について 

(1)分析体制について 

燃料デブリなど固体廃棄物以外も含めた分析体制は下図のとおり。分析体制の構築に一定

の期間を要するため，当面の間，JAEA等の社外分析機関の協力を得ながら廃棄物分析を進

める。 

NDF からの技術支援やエネ庁・JAEAによる育成支援を受けるなどオールジャパン体制で取

り組んでいる。 

 

 

図 分析体制 

 

(2)人材育成・確保 

1)東京電力の取り組み 

総合分析施設の立ち上げに向けて，分析技術者候補を大熊第１棟へ派遣し，ＯＪＴとして

研究開発に参加させ，分析技術者１名を育成。また，東電としてコンクリートの分析手順を

策定。 

2024年度より，分析作業者を毎年５名程度（目標）増員し，順次，トレーニングする。 

 

2)JAEAの取り組み 

大熊第１棟での分析人材（職員の分析管理者と請負の分析作業者）の育成を進める。中長

期的な視点に基づき大学などと連携し，新たな分析手法の開発，その検証を行うとともに，

それらを通じて若手人材を育成するなど，高度な人材育成の場としての活用も検討してい

く。 
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3)NDFの取り組み 

東京電力の分析を技術面で支援するよう，分析調整会議及び分析サポートチームを発足

し，活動を開始させた。 

 

 

図 人材育成・確保に向けた取組 

 

(3)施設整備 

1)東京電力の取り組み 

廃棄物の他，燃料デブリも対象とする総合分析施設の設計検討中。2020年代後半の竣工

を目指す。 

 

 

図 TEPCO 総合分析施設 

 

2)JAEAの取り組み 

大熊第１棟にて実施してきた標準的な分析手法の整備が実質的に完了。2024年度以降，

これらの手法を用いて分析計画を踏まえた着実な分析と研究開発を実施予定（本格稼働）。

分析業務量の増加にも対応出来るよう，分析能力の拡充，分析手法の合理化等の検討を加速

する。 

JAEA放射性物質分析・研究施設第２棟（以下，「大熊第２棟」という。）では，実施計画

の認可に向けて審査中であり，関係機関におけるプロセスを加速化し早期着工を目指す。 
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図 JAEA放射性物質分析・研究施設 

 

 

(4)その他，分析を着実に実施していくための枠組み整備 

 廃棄物の分析目的に応じた分析対象核種や検出下限値の設定など，具体的な分析業務への落

とし込みを東京電力，JAEAが協力して行っており，分析計画やそれを踏まえた JAEAの業務

計画の見直しに反映する予定。 

 2024年度以降の試料採取，分析を行う施設の確保，試料の輸送などに関わる工程全体の調

整を実施。また，引き続き分析と各廃炉作業との連携体制と機能の強化を行う。 

 現在の廃炉作業の進捗および東京電力の分析計画を踏まえ，技術戦略プランにおいて，『分

析に関わる関係機関個別の実行計画』を新たに追加した。 

 

 

 

 

 

  



15 

６．まとめ 

1Fにおける廃炉作業の進捗状況や 1F技術会合における固体廃棄物に関する課題の議論状

況，1F構内における現場作業状況，試料採取状況等を踏まえて，2024年度版の分析計画を策

定した。 

主な反映事項は，1F技術会合等にて提示した固体廃棄物に係る課題に対する検討方針，ス

ケジュール等に対応した分析計画とした点であり，年度毎の分析数は 2028年度までは大きな

増減は発生せず，2029年度以降に 50試料／年程度の増加の見込みとなった。 

本年度は，策定した分析計画に対して予定どおり分析に資する試料が採取できなかったケー

スがあったことから，廃炉に係る各作業・工事の計画策定段階から積極的に試料採取作業を

織り込み試料採取を進めていくとともに，合理的に試料採取が可能なタイミングや期間を狙

って試料採取を先行して実施し，試料をストックしておくなどの対応も検討する。 

一方，分析施設の整備及び人材育成，体制整備による分析能力の拡充は計画どおり進んでい

る。引き続き，国・JAEA・NDFと連携して分析施設の整備，分析能力拡充，人材育成・確保を

進めていく。 

 

 

 

 

図 分析施設の整備，分析能力拡充，人材育成・確保 

 

 

以上 
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参考資料１ 分析計画（2023年度版）の計画概要及び分析実績 

 

分析計画（2023年度）の概要及び 2023年度に実施した分析の実績を下記に整理する。 

 

１．分析計画策定の目的 

 分析の目的・目標，分析の優先度，分析データの具体的な利用方法（性状把握方針等）を

踏まえた分析データの取得を戦略的に進めるための計画を策定すること。 

 策定した計画を踏まえ，分析の遅滞が廃炉作業のボトルネックとならないよう関係機関と

連携して，必要な分析を確実に実施するための分析施設，分析体制の構築を進めていくこ

と。 

 

２．検討条件・手順 

(1)対象範囲 

 本計画では，固体廃棄物の処理・処分方法の検討および保管管理の適正化（放射能濃度

等による管理への移行）に向けた性状把握を目的とした分析を対象とする。 

 燃料デブリ，ALPS処理水，事故調査等に関する分析計画は対象外とした。これらにつ

いては，別途検討を実施し，分析能力の配分等について調整を行う。 

 

(2)計画策定の期間 

 検討対象期間は，具体的な検討が可能な範囲として 10年とする。 

 

(3)計画策定のポイント 

 分析の目的・目標の明確化 

 廃棄物毎に個々の特徴を踏まえた合理的な性状把握方針及び分析計画の策定 

 分析の進捗状況や保管管理上のリスク等を踏まえた分析優先度の高い廃棄物の抽出 

 

(4)検討手順・計画概要 

 分析進捗状況，保管における負荷，既存廃棄物との類似性の観点から，分析優先度の高

い廃棄物を抽出した。 

 廃棄物毎にそれぞれの特性を踏まえた性状把握方針（分析データの利用方法）を具体化

し，分析計画を策定した（一件一葉）。 

 廃棄物毎の分析計画を統合し，全体計画として年度毎の分析数を設定した（次項参

照）。 
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２．策定した分析計画 

 作成した分析計画（全体の分析数の年度展開）を下図に示す 

 

 

図 2023年度版 全体計画（年度毎の分析数） 

 

 

３．分析の実績 

 2023年度に実施した分析の実績を表（次項）に示す。 

 固体廃棄物の性状把握を目的とした 2023年度の分析実績は 62試料（計画では 63試料）で

あり，分析数としては概ね計画どおりとなった。ただし，分析対象とした試料種類の内訳に

ついては，試料の採取状況を勘案して見直しを行っている。 

 また，本年度は大熊第１棟にて，分析技術開発・検証として，簡易・迅速化分析法の実証を

行っており，分析能力の一部は本目的に対する分析に割り当てた。計画どおり分析試料（瓦

礫類）を提供し，分析技術検証を進めることができた。分析技術の検証は計画どおり完了し

た。 
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表 分析実績（2023年度） 

分析対象 

性状把握 分析技術開発・検証 

計画 
実績 

大熊第１棟 
茨城地区 大熊第１棟 

解体廃棄物 建屋１～４号機 

金属 3 － 4  ICP-MS/MSによる Se-79分析法の妥当性評価，実試料分析 

 ICP-MS/MSによる U-236(234)分析法の妥当性評価，実試料

分析 

 ICP-MS/MSによる Zr-93， Mo-93 分析法の妥当性評価，実

試料分析 

 ICP-MS/MSによる Pd-107分析法の妥当性評価，実試料分析 

 ICP-MS/MSによる Sn-126分析法の妥当性評価，実試料分析 

 前処理操作の合理化及び塩酸フリー化した Sr-90，Ni-63，

Ca-41 の放射能分析法の妥当性評価，実試料分析 

 前処理操作の合理化及び塩酸フリー化した I-129， Cl-36 

の放射能分析法の妥当性評価，実試料分析 

 前処理操作の合理化及び塩酸フリー化した α 核種（Pu-

238，Pu-239+240，Am-241，Cm-244）の放射能分析法の妥当

性評価，実試料分析 

 焼却灰の酸溶解試験 

コンクリート － 4 － 

その他 － 1 － 

瓦礫類 

瓦礫金属 

BG 相当未満 10 4 5 

低線量 6 － 7 

中線量 3 － － 

瓦礫コンクリート 

BG 相当未満 15 3 － 

低線量 10 － － 

中線量 6 － － 

土壌等 BG 相当未満 10 － 10 

水処理二次廃棄

物・その他 
水処理二次廃棄物 吸着材 － 24 － 

合計 63 62 － 

※試料の採取及び分析は，以下の廃炉・汚染水・処理水対策事業により，TEPCO，JAEA，NDC，NFDが実施。 

     茨 城 地 区︓固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発 

     大熊第１棟︓固体廃棄物の処理・処分に関する研究開発（簡易・迅速化された分析技術を用いた標準的な分析法の検討） 
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参考資料２ 東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップにおける課題 

 

分析計画に反映した目標（性状把握が重要且つ 2028年度までに対応が求められる課題） 

a. 解体モデルケース検討のための分析 
b. 瓦礫類の放射能濃度管理手法構築のための分析 

c. 水処理二次廃棄物等の固化処理方針策定のための分析 
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参考資料３ 分析対象物の例（2024年度分析実施予定） 

 (1)建屋解体物等 

 3・4号機廃棄物処理建屋コンクリートコア・はつり 

 

図 分析試料外観（3・4号機廃棄物処理建屋から採取したコア・はつり試料） 

 

(2)瓦礫類等 

 一時保管エリア C 試験取出し時に発生した瓦礫(金属・コンクリート) 

 コンテナ詰替え作業時に採取した瓦礫(金属・コンクリート) 

 5・6号機建屋周辺土壌 

 

図 分析試料外観（コンテナ詰替え作業時に採取した瓦礫コンクリート試料） 

 

 (3) 水処理二次廃棄物等 

 KURION・SARRY吸着材 

 ALPSスラリー(増設/既設) 

 濃廃スラリー 

 

図 分析試料外観（既設 ALPSスラリー(炭酸塩スラリー)採取試料） 
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参考資料４ 分析対象核種 

 固体廃棄物を対象とした当面の分析における対象核種を下表に整理した。 

 核種の選定は，既存の放射性廃棄物処分の安全評価事例に基づき，処分施設の設計・安全評

価において有意な影響を有する可能性があると考えられる核種を抽出した。将来的には 1F固

有の条件（廃棄物特性など）を踏まえ，必要に応じて更新する。 

 

 

表 分析対象核種 

 

 分析下限値(目標)は，クリアランス基準をめやすに設定する（具体は廃棄物毎に検討する）。 

 再利用の可能性のある対象物は，再利用形態を考慮した分析対象核種を設定する。 

 

 

※1：既存の放射性廃棄物の安全評価事例等より抽出した核種 → 合理的に実施可能な範囲で

分析を実施する 

既存の処分の安全評価事例（下記参照），補助事業における安全評価事例から重要度の高い

核種を抽出し，汚染機構の観点からの影響度考慮，計算で推定可能な核種除外により，分析対

象として 30核種を選定。 

（参照した評価事例等） 

✓ 低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分に係る放射能濃度上限値について（2007年 5

月；原子力安全委員会） 

✓ 第２次 TRU廃棄物処分研究開発とりまとめ（2005年 9月；電事連，JAEA） 

✓ 地層処分研究開発第２次取りまとめ総論レポート（1999年 11月；JAEA） 

✓ 埋設事業における事業許可申請（日本原燃㈱埋設センター(L2)，JPDR(L3)） 
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※2：処分区分の濃度上限値設定核種（特に重要度の高い核種）→ 原則，全量に対して分析を

実施する 

低レベル放射性固体廃棄物の埋設処分に係る放射能濃度上限値について（原子力安全委員

会，2007/5/21）」において濃度上限値が設定された核種を対象とした（将来，埋設事業許可申

請においてインベントリの設定が必要となる可能性の高い核種）。 

 



保管量 / 保管容量
※1

A 13,800 ｍ
3 2,200 ｍ

3 0 ｍ
3

B 5,300 ｍ
3 5,300 ｍ

3 0 ｍ
3

C 67,000 ｍ
3 66,600 ｍ

3 0 ｍ
3

D 2,700 ｍ
3 2,600 ｍ

3 0 ｍ
3

F1 700 ｍ
3 600 ｍ

3 0 ｍ
3

F2 6,400 ｍ
3 5,400 ｍ

3 0 ｍ
3

J 6,300 ｍ
3 6,000 ｍ

3 -100 ｍ
3

N 9,700 ｍ
3 9,600 ｍ

3 0 ｍ
3

O 44,100 ｍ
3 44,000 ｍ

3 0 ｍ
3

P1 62,700 ｍ
3 56,100 ｍ

3 +100 ｍ
3

U 800 ｍ
3 700 ｍ

3 0 ｍ
3 317,100 / 397,900

V 6,000 ｍ
3 6,000 ｍ

3 0 ｍ
3

AA 58,000 ｍ
3 29,500 ｍ

3 +600 ｍ
3

BB 44,800 ｍ
3 44,100 ｍ

3 -300 ｍ
3

CC 18,800 ｍ
3 14,700 ｍ

3 +900 ｍ
3

DD1 4,100 ｍ
3 2,500 ｍ

3 +500 ｍ
3

DD2 6,800 ｍ
3 2,300 ｍ

3 +500 ｍ
3

EE1 8,600 ｍ
3 1,600 ｍ

3 0 ｍ
3

EE2 6,300 ｍ
3 6,300 ｍ

3 0 ｍ
3

d 1,900 ｍ
3 1,600 ｍ

3 0 ｍ
3

e 6,700 ｍ
3 4,700 ｍ

3 -400 ｍ
3

k 9,500 ｍ
3 4,600 ｍ

3 +500 ｍ
3

l 7,200 ｍ
3 0 ｍ

3 0 ｍ
3

E1 16,000 ｍ
3 10,300 ｍ

3 -1,100 ｍ
3

P2 6,700 ｍ
3 5,000 ｍ

3 +300 ｍ
3

W 11,600 ｍ
3 6,300 ｍ

3 -200 ｍ
3 37,100 / 55,300

X 7,900 ｍ
3 7,200 ｍ

3 0 ｍ
3

m 4,400 ｍ
3 2,000 ｍ

3 微増 ｍ
3

n 8,700 ｍ
3 6,200 ｍ

3 微増 ｍ
3

E2
※2 1,200 ｍ

3 400 ｍ
3 0 ｍ

3 16,400 / 17,200

L 16,000 ｍ
3 16,000 ｍ

3 0 ｍ
3

28,000 / 39,600

509,900 ｍ
3 398,600 ｍ

3 +1,400 ｍ
3

G 40,000 ｍ
3 2,800 ｍ

3 -500 ｍ
3

H 43,000 ｍ
3 22,900 ｍ

3 -1,000 ｍ
3 42,200 / 134,000

M 45,000 ｍ
3 16,100 ｍ

3 0 ｍ
3

V 6,000 ｍ
3 400 ｍ

3 -1,900 ｍ
3

G 29,700 ｍ
3 26,200 ｍ

3 0 ｍ
3 37,300 / 41,600

T 11,900 ｍ
3 11,100 ｍ

3 0 ｍ
3

175,600 ｍ
3 79,500 ｍ

3 -3,300 ｍ
3

放射性固体廃棄物（焼却灰等）
※4 固体廃棄物

貯蔵庫
63,700 ｍ

3 38,300

使用済保護衣等
※3

ｍ
3 微増 ｍ

3 60%

※１　端数処理で100m
3
未満を四捨五入しているため、合計値が合わないことがある。また、50m

3
未満の保管量を微量、50m

3
未満の増減を微増・微減と示している。

※２　水処理二次廃棄物（小型フィルタ等）を含む。

※３　エリアAA、エリアk、エリアlは、使用済保護衣等の保管も行うが、主に瓦礫類を保管するため、使用済保護衣等の保管容量からは除いている。

※４　ドラム缶1本を0.2m
3
、ボックスコンテナ１個を0.8m

3
として換算している。

屋外集積 25,300 ｍ
3 20,800 ｍ

3

伐
採
木

屋外集積
(幹・根・枝・葉)

7%

31%

7%

一時保管槽
(枝・葉)

+700 ｍ
3 82%

ｍ
3 71%

・主な増減理由
　１～４号機建屋周辺関連工事71%

合計 78%

固体廃棄物貯蔵庫
※2 39,600 ｍ

3 28,000 ｍ
3 +100

53%

36%

・主な増減理由
　増設雑固体廃棄物焼却設備による焼却（エリアG）
　増設雑固体廃棄物焼却設備による焼却（エリアH）
　増設雑固体廃棄物焼却設備による焼却（エリアV）

94% 90%

合計 45%

88%

覆土式一時保管施設、容器
(1～30mSv/h)

33%

100% 95%

・主な増減理由
　エリア整理のための移動（エリアE1）
　エリア整理のための移動（エリアP2）
　エリア整理のための移動（エリアW）
　エリア整理のための移動（エリアm）
　エリア整理のための移動（エリアn）

75%

55%

71%

91% 67%

45%

シート養生
(0.1～1mSv/h)

64%

49%

0%

85%

70%

18%

100%

51%

100%

90%

62%

34%

99%

78%

99%

100%

84%

前回集約からの増減
※1

100%

100% 80%

瓦
礫
類

屋外集積
(0.1mSv/h以下)

16% ・主な増減理由
　エリア整理のための移動（エリアJ）
　エリア整理のための移動（エリアP1）
　フランジタンク除染作業（エリアAA）
　エリア整理のための移動（エリアBB）
　エリア整理のための移動（エリアCC）
　エリア整理のための移動（エリアDD1）
　１～４号機建屋周辺関連工事（エリアDD2）
　エリア整理のための移動（エリアe）
　エリア整理のための移動（エリアk）

瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況(2024.2.29時点)
東京電力ホールディングス株式会社

放射性廃棄物処理・処分

2024/3/28

分類 保管場所 保管容量
※1

保管量
※1 エリア

占有率

100%

99%

97%

トピックス
割合

95%



保管量 / 保管容量

779 本 0 本

263 本 0 本

19 本 0 本 5,716 / 6,500

4,316 基 +8 基

90 本 0 本

17 塔 0 塔

232 本 0 本

423 / 700

9,477 / 10,300 ｍ
3

約 100 ｍ
3

60%

濃縮廃液タンク 濃縮廃液 9,477 ｍ
3 +7 ｍ

3

・タンク水位の変動は、計器精度±１％の誤差範囲内(現場パトロール異常なし)

廃スラッジ
貯蔵施設

廃スラッジ 423 ｍ
3 0 ｍ

3

分
類

保管場所 種類 保管量 トピックス
割合

前回集約からの増減

水
処
理
二
次
廃
棄
物

使用済吸着塔
保管施設

セシウム吸着装置使用済ベッセル

第二セシウム吸着装置使用済ベッセル

高性能多核種除去設備使用済ベッセル

多核種除去設備処理カラム

モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類

第三セシウム吸着装置使用済ベッセル

多核種除去設備等保管容器 88%

・水位計0%以上の保管量： 9,377

92% ・タンク底部～水位計の保管量(DS)：

水処理二次廃棄物の管理状況(2024.2.29時点)
東京電力ホールディングス株式会社

放射性廃棄物処理・処分

2024/3/28



福島第一原子力発電所　固体廃棄物等保管エリアの構内配置図
東京電力ホールディングス株式会社

放射性廃棄物処理・処分

2024/3/28

エリアG

エリアP1,P2

エリアB

エリアA1,A2

エリアAA

エリアC

エリアL

エリアE1,E2

エリアD

エリアCC

o 雑固体廃棄
物焼却設備

エリアH

f

エリアM

b

エリアe

エリアd

固体廃棄物貯蔵庫
1・2棟

固体廃棄物
貯蔵庫
3～8棟

固体廃棄物
貯蔵庫
9棟

j
a

使用済Cs吸着塔
一時保管施設

エリアU

エリアm

エリアO

エリアV

エリアV

エリアN エリアJ

エリアT

使用済Cs吸着塔
仮保管施設

使用済Cs吸着塔
一時保管施設

廃スラッジ
一時保管施設

廃スラッジ
貯蔵施設

濃縮廃液貯槽（完成形）

エリアXエリアn

エリアW

水処理二次廃棄物

シート養生

(0.1～1mSv/h)

固体廃棄物貯蔵庫屋外集積

(0.1mSv/h以下)

屋外集積

(使用済保護衣等)

屋外集積

(幹・根・枝・葉)

一時保管槽

(枝・葉)

覆土式一時保管施設、容器

(1～30mSv/h)

提供：日本スペースイメージング（株）2021.4.8撮影
Product(C)[2021] DigitalGlobe, Inc., a Maxar company.

無断転載・複製禁止

エリアF1,F2

エリアBB

i

□ 瓦礫保管エリア

□ 伐採木保管エリア

□ 使用済保護衣等保管エリア

エリアEE2

エリアDD1,DD2

エリアEE1

エリアl

エリアk



東京電力ホールディングス株式会社

放射性廃棄物処理・処分

2024/3/28

瓦礫類・伐採木・使用済保護衣等の管理状況(2024.2.29時点) 水処理二次廃棄物の管理状況(2024.2.29時点)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2012年02月 2015年02月 2018年02月 2021年02月 2024年02月

瓦礫類保管量の推移（単位：m3）

屋外集積0.1mSv/h以下

シート養生0.1～1mSv/h

覆土式一時保管施設、容器1～30mSv/h

固体廃棄物貯蔵庫

年度末想定保管量

保管容量

0
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100,000
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175,000

200,000

2012年02月 2015年02月 2018年02月 2021年02月 2024年02月

伐採木保管量の推移（単位：m3）

屋外集積

伐採木一時保管槽

年度末想定保管量

保管容量

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000
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70,000
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2011年06月 2014年06月 2017年06月 2020年06月 2023年06月

使用済保護衣等保管量の推移（単位：m3）

使用済保護衣等

年度末想定保管量

保管容量

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2011年05月 2014年05月 2017年05月 2020年05月 2023年05月

水処理二次廃棄物保管量の推移

（吸着塔単位：本・基・塔、廃スラッジ単位：m3）

セシウム吸着装置使用済ベッセル 第二セシウム吸着装置使用済ベッセル

第三セシウム吸着装置使用済ベッセル HIC

多核種除去設備処理カラム 高性能多核種除去設備使用済ベッセル

モバイル式処理装置等使用済ベッセル及びフィルタ類 廃スラッジ

保管容量 （使用済吸着塔） 保管容量 （廃スラッジ）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2011年05月 2014年05月 2017年05月 2020年05月 2023年05月

濃縮廃液保管量の推移（単位：m3）

濃縮廃液＋DS

保管容量

2023年3月

実施計画変更申請認可を受けて、一時保管エリアを設定

これにより、一時保管待ちの仮設集積場所の解消を完了



増設雑固体廃棄物焼却設備の火報作動事象に伴う
貯留ピット内の水と伐採木チップ等の回収作業について

2024年3月28日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所



1１．事象概要

2月22日午前3時37分、増設雑固体廃棄物焼却建屋5階の廃棄物貯留ピットの火災報知器が動作し、監視カメラ
で現場付近を確認したところ、現場火元なしを確認していましたが、その後、水蒸気により現場確認ができなくなったた
め、同日午前5時58分に消防へ通報しています。火災報知器の作動によって停止していた排気設備の復旧は、2月
22日午後4時8分より開始し、同日午後8時9分に復旧作業を終了しました。
その後、廃棄物貯留ピットに滞留していた水蒸気の排気を継続的に実施しましたが、視認性が確保できる状況まで水
蒸気の滞留が解消に至らなかったため、より安全を考慮し2月23日午前0時40分にピット内へ注水を開始しました。
2月24日午後2時47分、公設消防により「非火災」と判断されました。なお、廃棄物貯留ピット内に炎は確認されて
おらず、また、廃棄物貯留ピット近傍の温度に上昇は確認されておりません。
なお、作業員の被ばくや周辺モニタリングポスト等への影響は確認されておりません。
現在、ピット内の水温および水位は安定しております。

通常時

クレーン操作室からの様子

2/26午後1時頃撮影

※窓ガラス内側の汚れで変色していると推定

3/7撮影廃棄物貯留ピット内の状況



2【参考】増設雑固体廃棄物焼却設備 廃棄物貯留ピットの配置

廃棄物貯留ピットの概要 クレーンの操作室

増設雑固体廃棄物焼却設備の概要

縦・横：約14ｍ
高さ：約9ｍ
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（2）ピットからの水・チップ回収 （3）設備復旧※１（1）準備作業（ピット内水のアルカリ化）

●水酸化ナトリウム投入
●撹拌・曝気作業
●ピット内サンプリング

●パワープロベスター等による水・チップ回収
●水・チップの一時保管
●水・チップの処理

●設備点検・補修
●焼却運転再開
※１（2）と並行して実施

下段の作業ステップに則り、3/8より準備作業として、酸性であるピット内の水のアルカリ化の作業を開始。また、3/22
よりピットからのチップ回収作業を開始

（1）ピット内の水は弱酸性であり、硫化水素の発生抑制や躯体コンクリートの劣化防止の観点から、アルカリ化作業を
実施したが、ピット内の水は弱酸性のまま変わらなかった。アルカリ化はできなかったが、ピット内水のサンプリング結
果や希釈したパックテストの結果により、硫化水素発生の可能性は低いと判断し、追加のアルカリ化作業を行うよ
り、ピットからの水・チップ回収作業を開始することとした。（詳細は4スライド参照）

（2）パワープロベスター等を用いて、水・チップを回収する。※２回収した水は、中和処理やSS処理等が必要なことから、
タンク等へ一時保管する。一時保管するタンクについては検討を行い、別途説明する。チップは乾燥処理を行い、
一時保管等を行う。

（3）設備復旧については、ピットの内の水・チップの回収状況をふまえ、設備点検を行い、必要に応じて補修を実施し
ていく。（詳細については検討中）

※2：回収作業の必要性
・廃棄物貯留ピットは水を溜めることを想定した設計ではなく、注水により溜まっている水はpH4.6の弱酸性であること。
また、躯体やコンクリートの劣化進行を抑制する必要があることから、ピット内の水とチップを回収した。

２．廃棄物貯留ピットの状況と今後の作業ステップについて



4３．準備作業（ピット内水のアルカリ化作業）

アルカリ化作業前の想定

硫化水素は、嫌気性菌がチップ中に存在する硫黄分をエネルギー源とし、これを還元す
ることにより発生したと推定
⇒対策として、嫌気性菌が活動しにくいアルカリの環境（ｐH10目標）にする

サンプリング水による検証から、25%の水酸化ナトリウム 水溶液を1.2tを投入
⇒pHは4.6のまま変化無し

現在の状況

チップから溶出した有機酸が酸性化の原因と推定
ピット内はカルボン酸等の有機酸が追加溶出するため、水酸化ナトリウムを投入しても
弱酸性のままと推定

但し、現状ではピットの上（気中）では、硫化水素は測定されていない

評価の結果、チップ内の全ての硫黄が硫化水素になって水に溶け込んだと仮定しても、
硫化水素の飽和濃度の1/10以下
飽和濃度に対して十分低い濃度のため、攪拌等を行っても気中に放出されることは無い

見直し後の作業ステップ

水とチップの回収を行っても、新たに硫化水素が発生する可能性、水中の硫化水素が気
中に放出されないと評価したことから、水とチップの回収作業を開始した
⇒但し、念のため、硫化水素用吸収缶の装備、作業中の硫化水素等の測定を行う



5４．ピットからの水・チップ回収（回収工法の検討）

装置・機械 仕組み・特徴 参考写真

パワプロ
パワプロでホース先端より
『水』と『気体』と『固体』
を吸引する。

バックホウ バックホウを使用し、バケッ
トで『固形物』をすくい取る。

ラフター
クレーン

ラフタークレーンの先端に
メッシュカゴを取付、メッ
シュカゴを吊り上げ、吊り下
げることにより、『固形物』
をすくい取る。

他バケットも検討
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最初に、上層チップを可能な限り回収し、水の移送先が定まった後、水を回収。

４．ピットからの水・チップ回収（回収工法の検討）

凡例：回収ターゲット

パワプロ

バックホウ

ラフタークレーン
回収

装置･機械

回収補助

装置･機械 ←水圧でチップを崩し
内部シャッター近傍へ
寄せる作業。

ブーム式高所散水車（検討中）

回収対象

STEP１

上層：チップ

STEP２

中層：水

STEP３

下層：堆積物・水

チップの
山崩し、
引き寄せ

←メイン装置・機械としても
回収作業が可能。



7４．ピットからの水・チップ回収（回収作業）

3/22チップ回収作業写真

ラフタークレーン配置 メッシュカゴ巻き下げ

メッシュカゴ巻き上げ 水切り



8４．ピットからの水・チップ回収（チップの処理）

作業概要と基本的な手順

① 受取り～一次乾燥

水が滴る程度まで水切りされたチップを一次乾燥エリアで受取る

受け取ったチップを一集積単位を最大で200m2未満、厚さ15cmの状態で敷き均す

敷き均したチップを業務用扇風機や排風機による乾燥や手作業による天地返しで乾燥

染み出てきた水は、乾湿両用掃除機にて吸引し、1m3タンクに回収

② 二次乾燥

水が滴らなくなったチップを二次乾燥用ラックに移し替える（敷き均し厚さ15cm）

業務用扇風機や排風機により乾燥

③ 袋詰め、容器収納、移送

乾燥したチップは、既設焼却炉で焼却するため、袋詰め（35cm×35cm、3kg以下）し、金属
製のコンテナ（1m3コンテナ又はボックスコンテナ）に収納

収納済のコンテナは、既設焼却炉へ移送もしくは、指定可燃物届出済の瓦礫類一時時保管

エリアに一時保管

（上記作業におけるチップの扱いについては、消防に問題のないことを確認している）

装備：Y装備（全面マスク、チップを扱う者は、防水スーツ上下、作業用手袋）

作業場所

一次乾燥エリア：その１テント、その３テント北側

二次乾燥エリア：その３テント中央、ジャバラハウスB

袋詰め・コンテナ収納エリア：その３テント南側、ジャバラハウスB



9４．ピットからの水・チップ回収（チップの処理）

一次乾燥エリア 容器収納エリア二次乾燥エリア

エリア内配置（例）

地図

Jｴﾘｱ解体ﾀﾝｸ部材一時保管施設（その３ﾃﾝﾄ）

ｼﾞｬﾊﾞﾗﾊｳｽＢ解体ﾀﾝｸ部材一時保管施設（その１ﾃﾝﾄ）
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受取り時の水漏えい防止対策
・一次乾燥を実施するテントには堰があるため、その堰内でダンプアップを実施
することで漏えい防止を図る
・なお、パワプロ車で排水水切りするモックアップを実施。その結果、チップは、
水が滴る程度で、多量の水が流れ出してくるほどではないことを確認済み

一次乾燥時の水対策
・一次乾燥のために敷きならして以降に滴ってくる水は少量と想定
・滴ってきた水は、乾湿両用掃除機で吸取る、もしくはウェスで拭き取る
・回収した水は、容器に回収、もしくは、乾燥処理

ピットからのチップ回収（受取り～一時乾燥）水対策



11４．ピットからの水・チップ回収（チップの処理）

3/22、3/25チップ処理作業写真

3/22：チップ受け取り 3/22：チップ敷き均し（一次乾燥）

3/25：乾燥棚による乾燥（二次乾燥） 3/25：乾燥後チップ



12５．作業工程表

・ガスの発生リスクが低減され作業安全を確保できることを確認したことから3月22日より、
ラフタークレーンによるチップの回収作業を開始。

8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

①アルカリ化作業

 水酸化ナトリウム注入

 攪拌ポンプ設置・攪拌

 ピット内サンプリング

 サンプリング結果の確認

②水・チップ回収

 パワプロ等によるチップ回収

 水・チップ分別

③水・チップ保管

 チップ乾燥処理

 チップ保管

 タンクエリアへ水移動

 タンクへ水移送

3月

モックアップ モックアップ チ

ッ

プ
回
収
・

乾

燥

継
続

水移送については、現場進捗により
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以下、参考資料



14チップのみの回収イメージ

パワプロからホースをピットに伸ばし、液体
ごと木チップをパワプロタンクに吸引する

ホース筒先はクレーン操作により調整

水切り

運搬 排出

排出の例パワプロ
クレーン

ダンプアップ排出

木チップ

回収 パワプロタンクをダンプアップし、
排水口より水分だけを分離する

排出した液体はピットに戻す

水切りした木チップをそのままパ
ワプロにて運搬する

指定場所にダンプアップ（ハッチオー
プン）し木チップを排出する

戻り水



15ピットからの水・チップ回収（パワプロ）

作業内容
・クレーンを用いてホース先端を操作しチップを回収

ホースの水平を保持するため、ホースに浮きを設置

【安全対策】
・クレーンのアウトリーガーの全張り出し。床面には鉄板養生。
・クレーン周辺へ作業区画。クレーン動作中は作業員は近づかない。
・ホースには余長を持ち、ホースに無理な荷重を与えない。
【装 備】
・カバーオール＋防水スーツ、布手袋＋ゴム手×１（特例申請済み）＋防水手袋、全面マスク、黄長靴
（クレーンオペのみ、全面マスク → DS2マスク、保護メガネ）

排出の例

立ち下げ

浮き付きホース

排出の例

立ち下げ

ブーム操作
ワイヤー操作



16ピットからの水・チップ回収（バックホウ）

作業内容
・バックホウを用いて離隔部のチップをシャッター近傍ピット内へ山崩し・引き寄せを行う。
・バックホウのバケットにて、チップを回収し、ピット上部で水切り、後進後旋回し、

ユニック上部のコンテナ内にチップを回収。

【安全対策】
・バックホウの周辺には区画を設置。バックホウ運転中は作業員の区画内への立入を禁止。
【装 備】
・カバーオール＋防水スーツ、布手袋＋ゴム手×１（特例申請済み）＋防水手袋、全面マスク
（バックホウオペのみ、全面マスク → DS2マスク、保護メガネ）

W.L

ピット底到達ライン

ピット底到達ライン

区画

車止め



17ピットからの水・チップ回収（ラフタークレーン）

作業内容
・ラフタークレーンを用いてメッシュカゴをピット内へ巻き下げ、巻き上げチップを回収。
・巻き上げ完了後、ピット上部で水切りし、旋回してユニック車荷台のコンテナ内へ回収。

【安全対策】
・ラフタークレーンの周辺には区画を設置。作業員はラフタークレーン運転中には

区画内への立入を禁止。吊り上げ定格荷重以内での吊り上げ。
【装 備】
・カバーオール＋防水スーツ、布手袋＋ゴム手×１（特例申請済み）＋防水手袋、全面マスク

黄長靴（クレーンオペのみ、全面マスク → DS2マスク、保護メガネ）

W.L

車止め

区画

巻き下げ

巻き上げ

防水手袋例



18４．ピットからの水・チップ回収（リスクアセスメント）

作業内容 予想される災害 災害要因 対策

1 共通 有害ガス災害 有害ガスの吸引・肌への接触
• 【防止】ガス管理を作業中実施。
• 【防止】作業中止基準の運用と避難ルートの運用

２ 資機材搬入 重量物の落下
配管の運搬時まとめている配管が手から
滑り落下し損傷。

• 【防止】近傍への運搬。監視人を配置する。
• 【防止】玉掛け時の３・３・３運動の実施。

３ 各所養生
開口部からピット
への転落

廃棄物受入室のピット廻りで養生作業に
て作業中床面が滑り、バランスを崩して
ピットへ転落。

• 【防止】墜落制止用器具の着用
• 【防止】シャッター開口部の閉塞

４ クレーンによ
るチップ回収

玉掛時に身体汚染
水切り不足。
装備不足。

• 【防止】ピット上での十分な水切り
• 【防止】作業が手元でできるように立ちウマを使用
• 【防護】統一された装備と装備の相互チェック

５
パワブロ＋
クレーンによ
るチップ回収

既存設備への接触
重機オペの、誤作動により既存設備を損
傷。

• 【防止】監視員の配置・区画設置し立入禁止
• 【検知】重機接触防止装置による感知

６
バックホウを
用いた山崩し
作業

既存設備への接触
重機オペの、誤作動により既存設備を損
傷。

• 【防止】監視員の配置・区画設置し立入禁止
• 【検知】重機接触防止装置による感知

7
高圧水放射に
よるチップ山
崩し作業

ピット内への落下
高所車運転時に誤動作により既存設備へ
挟まれ損傷する。

• 【防止】監視員の配置
• 【防止】緊急停止ボタンによる停止
• 【感知】挟まれん棒設置による危険エリアの感知

8 水回収・回送
作業

ピット水の飛散
ホース接続部からピット水が飛散し、作
業員が被水する。

• 【防止】接続部の締付確認
• 【防護】防護装備の着用
• 【拡大防止】ホース接続部下部へのフネ設置

9 チップ排出
チップ搬出時の
ハッチ部への挟ま
れ

パワブロにてチップ搬出時へ内部確認者
がいることに気が付かないままハッチ閉
鎖を行い挟まれる。

• 【防止】災害事例の展開
• 【防止】監視員の配置
• 【防止】排出先の人払い

1
0

重機共通 ピットへの落下 不注意による落下。
• 【防止】安全ロープは重機出入以外は常時設置
• 【防止】墜落制止用器具の着用



19ピットからのチップ回収（受取り～一時乾燥）

受取り～一次乾燥

① 作業エリアの区画、養生、資機材搬入

• 作業エリアの床面養生、作業エリアの区画及び必要に応じて不燃シートでの養生を行う。

• 乾燥作業に必要な資機材の搬入を行う。

② 水切り後のチップ受取り：

• 一次乾燥を行うテントは堰を有している。テント内でダンプアップすることで残水の漏えい防止を図る。

• 受取りの際は、念のため硫化水素ガス等の可燃性ガス測定を行う。

③ チップの一時乾燥

• 受け取ったチップにおいて、一集積単位が50m2以下については集積単位ごとの離隔距離を1m以上、
50m2を超える場合は2m以上の離隔距離を確保したうえで敷き均す。

• 敷き均したチップについて業務用扇風機等を用いて乾燥を行いつつ、定期的に天地返しを行う。

• 染み出てきた水については、乾湿両用掃除機やモップ等を用いてふき取り、1m3タンク等に回収する。

•敷き詰め高さが20cm程度であれば、腐食による温度上昇や可燃性ガス等が発生する可能性は無いに
等しいことを地元消防に確認済。

一次乾燥エリア
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1m以上

16m

3m

チップ受取りエリア

一次乾燥エリア

一集積単位が50m2以下の場合 一集積単位が50m2を超え200m2以下の場合

1m以上

チップ受取りエリア

2m以上

2m以上

可燃物の取り扱い
・その１、その３テント内は火災検知器等の防火設備がないため、一集積単位が50m2以下の場合は

集積単位ごとに1m以上の離隔距離、50m2を超える場合は2m以上の離隔距離を取る。
（消防確認済み）

チップ 48m2 6m

33m

198m2チップ

一次乾燥エリア

再発酵リスクへの対応（可燃性ガス発生、発熱リスク対策）
・敷き詰め厚さを１５cm程度とすることで再発酵の可能性を排除する。（消防確認済み）

ピットからのチップ回収（受取り～一次乾燥）



21ピットからのチップ回収（二次乾燥）

作業ステップ（二次乾燥）
① 作業エリアの区画、養生、資機材搬入

• 作業エリアの床面養生、仮堰の設置、作業エリアの区画及び必要に応じて不燃シートでの養
生を行う。

• 乾燥作業に必要な資機材の搬入を行う。

② 二次乾燥への移送

• 持ち上げても水が染み出さなくなったことを目安に二次乾燥ラックへ移送

③ チップの二次乾燥

• 二次乾燥は構内の単管や足場材を再生利用して製作する棚状のラック（干物を作るイメー
ジ）で実施。

• 二次乾燥は一集積単位が50m2以下であるため、1m以上の離隔距離を確保する。

• 業務用扇風機等を用いて乾燥を行う。

二次乾燥エリア



22ピットからのチップ回収（袋詰め～一時保管）

袋詰め～一時保管

① 袋詰めの作業

• 既設雑固体廃棄物焼却設備で焼却できる程度、湿り気がなくなったら、20リットル袋に二次
乾燥済のチップを手作業で詰める。

② コンテナへの収納作業

• 金属製の空コンテナをフォークリフトで屋内に搬入し、コンテナ詰めエリアに配置する。

• チップを詰めた20リットル袋（35㎝×35㎝ 3kg以下）を金属製のコンテナに収納する。

• チップには鋭利な部分があるので、チップを袋に詰める作業員は、作業用手袋等を着用

③ 収納済コンテナの移動作業・一時保管

• 収納済コンテナをフォークリフトで屋内から搬出し、運搬車で既設雑固体廃棄物焼却設備も
しくは、所定の瓦礫類一時保管エリアへ移動・一時保管を行う。

容器収納エリア



23４．ピットからの水・チップ回収（リスクアセスメント）

作業内容 予想される災害 災害要因 対策

1
チップ受
入れ

水漏れ
チップの受入れ時にテント外にチッ
プに浸透した水が漏れる。

• 【防止】テントの堰内でダンプアップする

2
一次乾燥
二次乾燥

可燃性ガス発生、
発熱

チップが再発酵して可燃性ガスが発
生、発熱する

• 【抑制】敷き詰め厚さを１５ｃｍとする
• 【抑制】敷き詰め面積に応じて適切な離隔

距離をとる
※対策について消防確認済み

3
袋詰め~
一時保管

可燃性ガス発生、
発熱

チップが再発酵して可燃性ガスが発
生、発熱する

• 【抑制】小袋に分けて詰めて金属容器収納
※対策について消防確認済み
※コンテナに直接詰める場合は別途消防に確
認するとともに温度監視を実施

4 全工程
酸、アルカリによ
る傷害

酸、もしくはアルカリ性のチップに
肌が直接触れることで肌が傷つく

• 【抑制】スコップ等を用いてできるだけ手
で直接チップを扱わないようにする

• 【防止】防水スーツの着用及び、テープ
シールの実施

5 全工程 切創
鋭利なチップが手等に刺さり怪我を
する

• 【抑制】スコップ等を用いてできるだけ手
で直接チップを扱わないようにする

• 【防止】チップを手で扱う場合は切創防止
手袋もしくは革手袋を着用する


