
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１３－１７ 申請設備の耐震計算書 
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申請設備の耐震計算書は、以下の資料より構成されている。 

 

資料１３－１７－１ 原子炉本体の耐震計算書 

資料１３－１７－１－１ 原子炉本体の耐震計算結果 

資料１３－１７－１－２ 原子炉容器の耐震計算書 

資料１３－１７－１－３ 燃料集合体の耐震計算書（使用前検査未完了設備を含む） 

資料１３－１７－１－４ 炉内構造物（炉心支持構造物を含む）の耐震計算書 

 

資料１３－１７－２ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算書 

資料１３－１７－２－１ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算結果 

資料１３－１７－２－２ 使用済燃料ピットの耐震計算書 

別紙 鉄筋コンクリート構造物の重大事故等時の高温による影響（使用済燃料ピット） 

資料１３－１７－２－３ 使用済燃料ピットの熱応力解析 

資料１３－１７－２－４ 使用済燃料ピットラックの耐震計算書 

資料１３－１７－２－５ 使用済燃料ピット温度（ＡＭ用）の耐震計算書 

資料１３－１７－２－６ 使用済燃料ピット水位（広域）の耐震計算書 

資料１３－１７－２－７ 使用済燃料ピットエリア監視カメラの耐震計算書 

資料１３－１７－２－８ 破損燃料容器ラックの耐震計算書 

   

資料１３－１７－３ 原子炉冷却系統施設の耐震計算書 

資料１３－１７－３－１ 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果 

資料１３－１７－３－２ 蒸気発生器の耐震計算書 

資料１３－１７－３－２－１ 蒸気発生器（内部構造物を除く）の耐震計算書 

資料１３－１７－３－２－２ 蒸気発生器内部構造物の耐震計算書 

資料１３－１７－３－３ 冷却材ポンプの耐震計算書 

資料１３－１７－３－４ 加圧器の耐震計算書 

資料１３－１７－３－５ 余熱除去クーラの耐震計算書 

資料１３－１７－３－６ 余熱除去ポンプの耐震計算書 

資料１３－１７－３－７ 充てん／高圧注入ポンプの耐震計算書 

資料１３－１７－３－８ 恒設代替低圧注水ポンプの耐震計算書 

資料１３－１７－３－９ 原子炉下部キャビティ注水ポンプの耐震計算書 

資料１３－１７－３－１０ アキュムレータの耐震計算書 

資料１３－１７－３－１１ 燃料取替用水タンクの耐震計算書 
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資料１３－１７－３－１２ ほう酸注入タンクの耐震計算書 

資料１３－１７－３－１３ 復水タンクの耐震計算書 

資料１３－１７－３－１４ 格納容器再循環サンプスクリーンの耐震計算書 

資料１３－１７－３－１５ 抽出水再生クーラの耐震計算書 

資料１３－１７－３－１６ １次系冷却水クーラの耐震計算書 

資料１３－１７－３－１７ 海水ポンプの耐震計算書 

資料１３－１７－３－１８ １次系冷却水ポンプの耐震計算書 

資料１３－１７－３－１９ １次系冷却水タンクの耐震計算書 

資料１３－１７－３－２０ 海水ストレーナの耐震計算書 

資料１３－１７－３－２１ タービン動補助給水ポンプの耐震計算書 

資料１３－１７－３－２２ 電動補助給水ポンプの耐震計算書 

資料１３－１７－３－２３ １次冷却材管の耐震計算書 

資料１３－１７－３－２４ 原子炉冷却系統施設の配管の耐震計算書 

資料１３－１７－３－２５ 原子炉冷却系統施設の配管支持構造物の強度及び耐震性に関する

説明書 

資料１３－１７－３－２６ 原子炉冷却系統施設の弁の耐震計算書 

資料１３－１７－３－２７ 格納容器サンプＢの耐震計算書 

資料１３－１７－３－２８ 封水注入フィルタの耐震計算書 

 

資料１３－１７－４ 計測制御系統施設の耐震計算書 

資料１３－１７－４－１ 計測制御系統施設の耐震計算結果 

資料１３－１７－４－２ 制御棒クラスタの耐震計算書（挿入時間を含む） 

資料１３－１７－４－３ ほう酸ポンプの耐震計算書 

資料１３－１７－４－４ ほう酸タンクの耐震計算書 

資料１３－１７－４－５ ほう酸フィルタの耐震計算書 

資料１３－１７－４－６ ＡＴＷＳ緩和設備の耐震計算書 

資料１３－１７－４－７ 中性子源領域中性子束／中間領域中性子束／出力領域中性子束の耐

震計算書 

資料１３－１７－４－８ １次冷却材圧力の耐震計算書 

資料１３－１７－４－９ １次冷却材高温側温度（広域）の耐震計算書 

資料１３－１７－４－１０ １次冷却材低温側温度（広域）の耐震計算書 

資料１３－１７－４－１１ 低温側安全注入流量の耐震計算書 

資料１３－１７－４－１２ 高温側安全注入流量の耐震計算書 

資料１３－１７－４－１３ 恒設代替低圧注水ポンプ出口流量積算の耐震計算書 
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資料１３－１７－４－１４ 余熱除去クーラ出口流量の耐震計算書 

資料１３－１７－４－１５ 加圧器水位の耐震計算書 

資料１３－１７－４－１６ 格納容器圧力の耐震計算書 

資料１３－１７－４－１７ 格納容器広域圧力の耐震計算書 

資料１３－１７－４－１８ 格納容器内温度の耐震計算書 

資料１３－１７－４－１９ 蒸気発生器広域水位の耐震計算書 

資料１３－１７－４－２０ 蒸気発生器狭域水位の耐震計算書 

資料１３－１７－４－２１ 主蒸気ライン圧力の耐震計算書 

資料１３－１７－４－２２ 内部スプレ流量積算の耐震計算書 

資料１３－１７－４－２３ 格納容器サンプＢ広域水位の耐震計算書 

資料１３－１７－４－２４ 格納容器サンプＢ狭域水位の耐震計算書 

資料１３－１７－４－２５ 原子炉格納容器水位の耐震計算書 

資料１３－１７－４－２６ 原子炉下部キャビティ水位の耐震計算書 

資料１３－１７－４－２７ 燃料取替用水タンク水位の耐震計算書 

資料１３－１７－４－２８ 復水タンク水位の耐震計算書 

資料１３－１７－４－２９ ほう酸タンク水位の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３０ １次系冷却水タンク水位の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３１ 原子炉水位の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３２ 蒸気発生器補助給水流量の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３３ 中央制御設備の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３３－１ 運転コンソールの耐震計算書 

資料１３－１７－４－３３－２ 安全系ＶＤＵプロセッサ盤の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３３－３ 安全系マルチプレクサ盤の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３４ 衛星電話（固定）の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３４－１ 衛星電話機（中央制御室）の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３４－２ 中央制御室用衛星設備収容架の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３４－３ 衛星電話用アンテナ（中央制御室用）の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３４－４ 衛星電話機（緊急時対策所）の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３４－５ 緊急時対策所通信設備収容架２の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３４－６ 衛星電話用アンテナ（緊急時対策所用）の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３５ 緊急時衛星通報システムの耐震計算書 

資料１３－１７－４－３５－１ 緊急時衛星通報システム端末の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３５－２ 緊急時対策所通信設備収容架２の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３５－３ 緊急時衛星通報システム用アンテナの耐震計算書 
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資料１３－１７－４－３６ 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の耐震計算

書 

資料１３－１７－４－３６－１ ＥＲＳＳ伝送サーバ用通信機器収納盤の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３６－２ 緊急時対策所通信設備収容架１の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３６－３ 通信端末の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３６－４ 無線アンテナ（緊急時対策所建屋）の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３６－５ 無線アンテナ（３・４号機）の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３６－６ 統合原子力防災ネットワーク用通信機器収納盤の耐震計算

書 

資料１３－１７－４－３７ 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３７－１ 緊急時オンラインデータ伝送装置Ａ盤の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３７－２ 緊急時オンラインデータ伝送装置Ｂ盤の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３７－３ 緊急時オンラインデータ伝送装置Ｃ盤の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３７－４ 緊急時オンラインデータ伝送装置Ｄ盤の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３７－５ ３・４号機ＳＰＤＳ通信機器収納盤（１・２号機側）の耐

震計算書 

資料１３－１７－４－３７－６ ３・４号機ＳＰＤＳ用無線受信機の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３７－７ １・２号機ＳＰＤＳ用無線発信機の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３７－８ １・２号機ＳＰＤＳ通信機器収納盤の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３７－９ ＳＡ監視操作盤の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３７－１０ ＳＡ入出力盤の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３８ 安全パラメータ伝送システムの耐震計算書 

資料１３－１７－４－３８－１ ＥＲＳＳ伝送サーバ盤の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３９ ＳＰＤＳ表示装置の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３９－１ ＳＰＤＳ表示端末の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３９－２ 緊急時対策所ＳＰＤＳ通信機器収納盤の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３９－３ 緊急時対策所ＳＰＤＳ用無線受信機の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３９－４ ３・４号機ＳＰＤＳ用無線発信機の耐震計算書 

資料１３－１７－４－３９－５ ３・４号機ＳＰＤＳ通信機器収納盤（緊急時対策所側）の

耐震計算書 

資料１３－１７－４－４０ 原子炉下部キャビティ注水ポンプ出口流量積算の耐震計算書 

資料１３－１７－４－４１ 炉外核計装盤の耐震計算書 

資料１３－１７－４－４２ 安全保護装置の耐震計算書 

資料１３－１７－４－４２－１ 原子炉保護系計器ラックの耐震計算書 
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資料１３－１７－４－４２－２ 原子炉保護系リレーラックの耐震計算書 

資料１３－１７－４－４２－３ 安全防護系シーケンス盤の耐震計算書 

資料１３－１７－４－４２－４ 安全防護系シーケンス盤ＲＩＯの耐震計算書 

資料１３－１７－４－４３ 原子炉トリップしゃ断器の耐震計算書 

資料１３－１７－４－４４ 格納容器雰囲気ガスサンプリング冷却器の耐震計算書 

資料１３－１７－４－４５ 格納容器雰囲気ガスサンプリング湿分分離器の耐震計算書 

 

資料１３－１７－５ 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震計算書 

資料１３－１７－５－１ 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震計算結果 

 

資料１３－１７－６ 放射線管理施設の耐震計算書 

資料１３－１７－６－１ 放射線管理施設の耐震計算結果 

資料１３－１７－６－２ 格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）の耐震計算書 

資料１３－１７－６－３ 格納容器内高レンジエリアモニタ（低レンジ）の耐震計算書 

資料１３－１７－６－４ 制御建屋送気ファンの耐震計算書 

資料１３－１７－６－４―１ 制御建屋送気ファンケーシングの耐震計算書 

資料１３－１７－６－４－２ 制御建屋送気ファンの耐震計算書 

資料１３－１７－６－５ 制御建屋循環ファンの耐震計算書 

資料１３－１７－６－６ 中央制御室非常用循環ファンの耐震計算書 

資料１３－１７－６－６―１ 中央制御室非常用循環ファンケーシングの耐震計算書 

資料１３－１７－６－６－２ Ａ・Ｂ中央制御室非常用循環ファンの耐震計算書 

資料１３－１７－６－６－３ Ｃ・Ｄ中央制御室非常用循環ファンの耐震計算書 

資料１３－１７－６－７ 中央制御室非常用循環フィルタユニットの耐震計算書 

資料１３－１７－６－７－１ Ａ中央制御室非常用循環フィルタユニットの耐震計算書 

資料１３－１７－６－７－２ Ｂ中央制御室非常用循環フィルタユニットの耐震計算書 

資料１３－１７－６－８ 中央制御室遮蔽の耐震計算書 

資料１３－１７－６－９ 放射線監視盤の耐震計算書 

資料１３－１７－６－１０ 制御建屋冷暖房ユニットの耐震計算書 

資料１３－１７－６－１１ 制御建屋空調ユニットの耐震計算書 

 

資料１３－１７－７ 原子炉格納施設の耐震計算書 

資料１３－１７－７－１ 原子炉格納施設の耐震計算結果 

資料１３－１７－７－２ 原子炉格納施設の地震応答解析 

資料１３－１７－７－３ 原子炉格納施設の基礎の耐震計算書 
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別紙 鉄筋コンクリート構造物の重大事故等時の高温による影響（原子炉格納施設の基礎） 

資料１３－１７－７－４ 原子炉格納容器の耐震計算書 

資料１３－１７－７－４－１ 原子炉格納容器本体の耐震計算書 

資料１３－１７－７－４－２ 原子炉格納容器貫通部の耐震計算書 

資料１３－１７－７－５ 外部しゃへい建屋の耐震計算書 

別紙１ 外部しゃへい建屋アニュラス部の気密性に関する計算書 

別紙２ 個々の構成要素の健全性検討 

資料１３－１７－７－６ 原子炉格納施設の熱応力解析 

資料１３－１７－７－７ 内部スプレクーラの耐震計算書 

資料１３－１７－７－８ 内部スプレポンプの耐震計算書 

資料１３－１７－７－９ 格納容器循環冷暖房ユニットの耐震計算書 

資料１３－１７－７－１０ 静的触媒式水素再結合装置の耐震計算書 

資料１３－１７－７－１１ 原子炉格納容器水素燃焼装置の耐震計算書 

資料１３－１７－７－１２ アニュラス循環排気ファンの耐震計算書 

資料１３－１７－７－１３ アニュラス循環排気フィルタユニットの耐震計算書 

資料１３－１７－７－１４ 補助建屋よう素除去排気ファンの耐震計算書 

 

資料１３－１７－８ 非常用電源設備の耐震計算書 

資料１３－１７－８－１ 非常用電源設備の耐震計算結果 

資料１３－１７－８－２ ディーゼル発電設備の耐震計算書 

資料１３－１７－８－３ 燃料油移送ポンプの耐震計算書 

資料１３－１７－８－４ 燃料油貯油そうの耐震計算書 

資料１３－１７－８－５ 空冷式非常用発電装置の耐震計算書 

資料１３－１７－８－５－１ 空冷式非常用発電装置（ディーゼル機関）の耐震計算書 

資料１３－１７－８－５－２ 空冷式非常用発電装置（燃料油サービスタンク）の耐震計算

書 

資料１３－１７－８－５－３ 空冷式非常用発電装置（発電機）の耐震計算書 

資料１３－１７－８－５－４ 空冷式非常用発電装置（制御盤）の耐震計算書 

資料１３－１７－８－６ 蓄電池の耐震計算書 

資料１３－１７－８－７ 代替所内電気設備変圧器の耐震計算書 

資料１３－１７－８－８ 代替所内電気設備分電盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－８－１ 代替所内電気設備分電盤－１の耐震計算書 

資料１３－１７－８－８－２ 代替所内電気設備分電盤－２の耐震計算書 

資料１３－１７－８－８－３ 代替所内電気設備分電盤－３の耐震計算書 
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資料１３－１７－８－９ 緊急時対策所電源車切替盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－１０ 緊急時対策所コントロールセンタの耐震計算書 

資料１３－１７－８－１１ 空冷式非常用発電装置用給油ポンプの耐震計算書 

資料１３－１７－８－１２ 緊急時対策所１００Ｖ主分電盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－１３ メタルクラッド開閉装置（非常用）の耐震計算書 

資料１３－１７－８－１４ パワーセンタ（非常用）の耐震計算書 

資料１３－１７－８－１５ コントロールセンタ（非常用）の耐震計算書 

資料１３－１７－８－１６ 動力変圧器（非常用）の耐震計算書 

資料１３－１７－８－１７ 可搬式代替電源用接続盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－１８ 計器用電源用代替所内電気設備切替盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－１８－１ Ａ・Ｃ計器用電源用代替所内電気設備切替盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－１８－２ Ｂ・Ｄ計器用電源用代替所内電気設備切替盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－１９ アニュラス循環排気ファン現場操作盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－１９－１ Ａアニュラス循環排気ファン現場操作盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－１９－２ Ｂアニュラス循環排気ファン現場操作盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２０ 電動弁現場操作盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２０－１ Ａ電動弁現場操作盤－１の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２０－２ Ａ電動弁現場操作盤－２の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２０－３ Ａ電動弁現場操作盤－３の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２０－４ Ｂ電動弁現場操作盤－１の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２０－５ Ｂ電動弁現場操作盤－２の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２０－６ Ｃ電動弁現場操作盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２１ 可搬式整流器用分電盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２２ 空冷式非常用発電装置中継・接続盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２３ 号機間融通用高圧ケーブル接続盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２４ 号機間融通用高圧ケーブルコネクタ盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２５ 代替所内電気設備高圧ケーブル分岐盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２６ ＳＡ監視計器用電源の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２７ ＳＡ監視計器用電源用電源切替盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２８ ディーゼル発電機制御盤の耐震計算書 

資料１３－１７－８－２９ 取水路防潮ゲート電源装置の耐震計算書 

資料１３－１７－８－３０ 中央制御室遠隔操作盤（取水路防潮ゲート）の耐震計算書 

 

資料１３－１７－９ 浸水防護施設の耐震計算書 
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資料１３－１７－９－１ 浸水防護施設の耐震計算結果 

資料１３－１７－９－２ 海水ポンプ室浸水防止蓋の耐震計算書 

資料１３－１７－９－２－１ 浸水防止蓋（マンホール）の耐震計算書 

資料１３－１７－９－２－２ 浸水防止蓋（機器搬入用蓋）の耐震計算書 

資料１３－１７－９－２－３ 浸水防止蓋（電気防食電極ボックス用蓋）の耐震計算書 

資料１３－１７－９－３ 循環水ポンプ室浸水防止蓋の耐震計算書 

資料１３－１７－９－４ 潮位計の耐震計算書 

資料１３－１７－９－５ 水密扉の耐震計算書 

資料１３－１７－９－５－１ 水密扉の耐震計算書 

資料１３－１７－９－５－２ 水密扉（浸水防護重点化範囲境界壁）の耐震計算書 

資料１３－１７－９－６ 内郭浸水防護堰の耐震計算書 

資料１３－１７－９－７ 主蒸気配管・主給水配管区画の耐震計算書 

資料１３－１７－９－７－１ 主蒸気配管・主給水配管区画壁の耐震計算書 

資料１３－１７－９－７－２ 主蒸気配管・主給水配管区画水密扉の耐震計算書 

資料１３－１７－９－７－３ 主蒸気配管・主給水配管区画床の耐震計算書 

 

資料１３－１７－１０ 補機駆動用燃料設備の耐震計算書 

資料１３－１７－１０－１ 補機駆動用燃料設備の耐震計算結果 

 

資料１３－１７－１１ 非常用取水設備の耐震計算書 

資料１３－１７－１１－１ 非常用取水設備の耐震計算結果 

資料１３－１７－１１－２ 非常用海水路の耐震計算書 

資料１３－１７－１１－３ 海水ポンプ室の地震応答解析 

資料１３－１７－１１－４ 海水ポンプ室の耐震計算書 

 

資料１３－１７－１２ 緊急時対策所の耐震計算書 

資料１３－１７－１２－１ 緊急時対策所の耐震計算結果 

 

(注) 資料１３－１７－２「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算書」及び資料１３－

１７－２－１「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算結果」以外は、平成28年6月

10日付け原規規発第1606104号､平成30年1月25日付け原規規発第1801251号､平成30年8月6日

付け原規規発第1808063号及び平成30年11月29日付け原規規発第1811291号にて認可された

工事計画書の記載に変更はない。 

   なお、資料１３－１７－２－９「使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体の耐震計算書」
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は削除する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１３－１７－２ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算書 

 



 - T1-添13-17-2-i - 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算書は、以下の資料より構成されている。 

 

資料１３－１７－２－１ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算結果 

資料１３－１７－２－２ 使用済燃料ピットの耐震計算書 

別紙 鉄筋コンクリート構造物の重大事故等時の高温による影響（使用済燃料ピット） 

資料１３－１７－２－３ 使用済燃料ピットの熱応力解析 

資料１３－１７－２－４ 使用済燃料ピットラックの耐震計算書 

資料１３－１７－２－５ 使用済燃料ピット温度（ＡＭ用）の耐震計算書 

資料１３－１７－２－６ 使用済燃料ピット水位（広域）の耐震計算書 

資料１３－１７－２－７ 使用済燃料ピットエリア監視カメラの耐震計算書 

資料１３－１７－２－８ 破損燃料容器ラックの耐震計算書 

 

 

(注) 資料１３－１７－２－１「核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算結果」以外は、

平成28年6月10日付け原規規発第1606104号にて認可された工事計画書の記載に変更はない｡ 

   なお、資料１３－１７－２－９「使用済燃料ピット用中性子吸収棒集合体の耐震計算書」

は削除する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

資料１３－１７－２－１ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算結果 
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(注) 2.「耐震評価条件整理」以外は、平成 28 年 6 月 10 日付け原規規発第 1606104 号にて認可

された工事計画書の記載に変更はない｡ 
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2. 耐震評価条件整理 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備に対して、設計基準対象施設の耐震クラス、重

大事故等対処施設の設備分類を整理した。既設の設計基準対象施設については、耐震評価に

おける手法及び条件について、既に認可を受けた実績との差異の有無を整理した。また、重

大事故等対処施設のうち、設計基準対象施設であるものについては、重大事故等対処施設の

評価条件と設計基準対象施設の評価条件との差異の有無を整理した。結果を第2-1表に示す。 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち、設計基準対象施設であり重大事故等対処施設

でなく既に認可を受けた手法を適用する設備の耐震計算は「3. 設計基準対象施設であり重大

事故等対処施設でなく既に認可を受けた手法を適用する設備の耐震計算」に、新設又は新規

登録の設計基準対象施設並びに重大事故等対処施設の耐震計算は第2-1表に示す計算書に記載

することとする。また、第2-1表に示す設備のうち、耐震評価における手法及び条件について、

既に認可を受けた実績との差異がない施設の耐震計算は、工事計画の認可実績を示し、入力

条件及び評価結果を示すことを基本とする。 

なお、既設の設備における弾性設計用地震動Sdによる耐震評価については、基準地震動Ss

による評価結果が弾性設計用地震動Sdの許容限界を満足する場合、省略するものとする。弾

性設計用地震動Sdによる疲労評価については、弾性設計用地震動Sdによる繰返し回数が、基

準地震動Ssで設定している繰返し回数以内であることを確認しているため、省略する。また、

静的地震力による耐震評価については、旧建築基準法に基づく静的震度（Ｋ）の評価結果等

を用いて、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年6月28日

原子力規制委員会規則第6号）」等に規定される静的震度（Ｃｉ）に対して施設が概ね弾性範

囲にとどまることを確認している。 
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第2-1表 耐震評価条件整理一覧表 

評価対象設備 

設計基準対象施設 重大事故等対処施設 

耐震 

クラス 

新規制基準施行 

前に認可された 

実績との差異 

耐震計算の 

記載箇所 

 

設備分類 （注

1） 

 

設計基準対象 

施設との評価 

条件の差異 

耐震計算の 

記載箇所 

核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設 

使用済燃料 

貯蔵設備 

使用済燃料ピット S － 
資料13-17-2-2 

(注2,3) 

常設耐震/防止 

常設/緩和 
無 

資料13-17-2-2 

(注2,3) 

使用済燃料ピットラック S 有 
資料13-17-2-4 

(注2,3) 

常設耐震/防止 

常設/緩和 
有 

資料13-17-2-4 

(注2,3) 

破損燃料容器ラック S 有 
資料13-17-2-8 

(注2,3) 

常設耐震/防止 

常設/緩和 
有 

資料13-17-2-8 

(注2,3) 

使用済燃料ピット温度 

(AM用) 
－ － － 

常設/防止 

常設/緩和 
－ 資料13-17-2-5 

使用済燃料ピット水位 

(広域) 
－ － － 

常設/防止 

常設/緩和 
－ 資料13-17-2-6 

使用済燃料 

貯蔵槽冷却 

浄化設備 

主配管 S 無 資料13-12 － － － 

燃料取替 

用水設備 

燃料取替用水ポンプ S 無 本資料 － － － 

主配管 S 無 資料13-12 － － － 

その他 
使用済燃料ピットエリア 

監視カメラ 
－ － － 常設/緩和 － 資料13-17-2-7 

（注1）「常設耐震/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備、「常設/防止」は常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備、「常設/緩和」は常設重大事故緩和設備を表す。 

（注2）３号機設備の１号機、２号機、３号機及び４号機共用であり、耐震評価は３号機工事計画に記載する。 

（注3）４号機設備の１号機、２号機、３号機及び４号機共用であり、耐震評価は４号機工事計画に記載する。 



 

 

 

 

 

 

 

資料１７ 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 
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資料１７－１２  本工事計画に係る設計の実績、工事及び検査の計画  火災防護設備 

資料１７－１３  本工事計画に係る設計の実績、工事及び検査の計画  浸水防護施設 

資料１７－１４  本工事計画に係る設計の実績、工事及び検査の計画  補機駆動用燃料設備（非

常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。） 

資料１７－１５  本工事計画に係る設計の実績、工事及び検査の計画  非常用取水設備 
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（注）資料１７－３｢本工事計画に係る設計の実績､工事及び検査の計画  核燃料物質の取扱

施設及び貯蔵施設｣以外は､平成28年6月10日付け原規規発第1606104号､平成29年7月19

日付け原規規発第1707191号､平成30年6月27日付け原規規発第1806277号､平成30年8月

6日付け原規規発第1808063号､平成31年1月28日付け原規規発第1901281号､平成31年3

月27日付け原規規発第1903271号､平成31年4月26日付け原規規発第19042612号､令和元

年6月21日付け原規規発第1906217号、令和元年8月19日付け原規規発第1908191号、令

和2年2月19日付け原規規発第2002192号及び令和2年3月30日付け原規規発第2003304号

にて認可された工事計画書並びに平成30年5月24日付け関原発第121号及び令和元年10

月4日付け関原発第266号にて届出した工事計画書の記載に変更はない｡ 

 



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１９ 燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が 

臨界に達しないことに関する説明書 
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1. 概 要 

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準

規則」という）」第26条及び第69条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技

術基準に関する規則の解釈（以下「解釈」という）」に基づき、燃料体又は使用済燃料（以下

「燃料体等」という）が臨界に達しないことを説明するものである。 

本資料では、技術基準規則第69条の要求事項に基づき、使用済燃料貯蔵設備（以下「使用済

燃料ピット」という）の水位が低下した場合において、燃料体等が臨界に達しないことを説明

する。 

また、技術基準規則第26条の要求事項に基づき、改造工事を行う使用済燃料ピットクレーン

を対象として、燃料体等が臨界に達しないことを説明する。その他の燃料取扱設備、新燃料貯

蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備の燃料体等が臨界に達しないことの説明に関しては、技術基準

規則第26条の要求事項に変更がないため、今回の申請において変更は行わない。 

 

2. 基本方針 

（1）使用済燃料ピット 

使用済燃料ピットは、燃料ピットポンプ及び燃料ピットクーラの故障等による使用済燃料ピ

ットの冷却機能の喪失又は燃料取替用水ポンプ、燃料取替用水タンク、2次系純水ポンプ及び2

次系純水タンクの故障等による使用済燃料ピットの注水機能の喪失、又は使用済燃料ピットに

接続する配管の破損等による使用済燃料ピット水の小規模な漏えいその他の要因により当該

使用済燃料ピットの水位が低下した場合（以下「小規模漏えい時」という）に、技術基準規則

第69条第1項及び解釈により施設が要求されている可搬型代替注水設備による冷却及び水位確

保により使用済燃料ピットの機能（燃料体等の冷却、水深の遮蔽能力）を維持するとともに、

小規模漏えい時に発生しうる水密度状態のうち、実効増倍率が最も高くなる純水冠水状態にお

いても臨界を防止できる設計とする。 

このため、小規模漏えい時の使用済燃料ピットの未臨界性評価の評価基準は、不確定性を含

めて実効増倍率が0.98以下となる設計とする。不確定性としては、臨界計算上の不確定性及び

製作公差に基づく不確定性（使用済燃料ラック（以下「ラック」という）内での燃料体等が偏

る効果を含む。）を考慮する。 

使用済燃料ピットは、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいその他の要因により当該使

用済燃料ピットの水位が異常に低下した場合（以下「大規模漏えい時」という）に技術基準規

則第69条第2項及び解釈により施設が要求されている可搬型スプレイ設備（使用済燃料ピット

へのスプレイ）にて、ラック及び燃料体等を冷却し、臨界にならないよう配慮したラック形状、

燃料配置及び制御棒クラスタ配置において、スプレイや蒸気条件においても臨界を防止できる

設計とする。このため、大規模漏えい時の使用済燃料ピットの未臨界性評価の評価基準は、い
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かなる一様な水密度であっても不確定性を含めて実効増倍率が0.98以下となる設計とする。不

確定性としては、臨界計算上の不確定性及び製作公差に基づく不確定性（ラック内での燃料体

等が偏る効果を含む。）を考慮する。 

なお、使用済燃料ピット内の燃料体等及び制御棒クラスタの移動に際しては、未臨界が維持

できることをあらかじめ確認している条件（初期濃縮度、燃焼度、制御棒クラスタの有無及び

配置）に基づき移動することを保安規定に定めて、臨界を防止できるよう管理する。 

 

（2）使用済燃料ピットクレーン 

  使用済燃料ピットクレーンについては、改造工事を実施した場合でも、未臨界性が確保され

ることを確認する。 

 

（3）バーナブルポイズン保管用ラック 

  バーナブルポイズン保管用ラックについては、撤去工事を実施した場合でも、使用済燃料ピ

ットの未臨界性が確保されることを確認する。 
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4. 大規模漏えい時の使用済燃料ピットの未臨界性評価 

(1) 評価の基本方針 

使用済燃料ピットで大規模漏えいが発生した場合、可搬型スプレイ設備（使用済燃料ピットへ

のスプレイ）により、使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、できる限り

環境への放射性物質の放出を低減するため、使用済燃料ピット全面にスプレイを実施し、ラック

及び燃料体等を冷却する。なお、使用済燃料ピット全面にスプレイを実施し、ラック及び燃料体

等を冷却することについては、資料21「使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書」にて説明

する。 

大規模漏えい時の使用済燃料ピットの未臨界性評価は、可搬型スプレイ設備（使用済燃料ピッ

トへのスプレイ）にて、ラック及び燃料体等を冷却し、臨界にならないよう配慮したラック形状、

燃料配置及び制御棒クラスタ配置において、スプレイや蒸気条件においても臨界を防止できるこ

とを確認するため、使用済燃料ピット全体の水密度を一様に0.0～1.0g/cm3まで変化させた条件で

実効増倍率の計算を行う。ここでは、使用済燃料ピット内に燃料体等が満たされた場合の未臨界

性評価結果を示すことにより、大規模漏えい時においても臨界を防止できる燃料配置の成立性を

確認する。なお、使用済燃料ピット内の燃料体等及び制御棒クラスタの移動に際しては、未臨界

が維持できることをあらかじめ確認している条件（初期濃縮度、燃焼度、制御棒クラスタの有無

及び配置）に基づき移動することを保安規定に定めて、臨界を防止できるよう管理する。詳細は、

別添１「領域管理の設定に対する考え方」に示す。 

燃料の燃焼計算には、2次元輸送計算コードPHOENIX-P Ver.8を使用し、実効増倍率の計算には、

3次元モンテカルロ計算コードKENO-VIを内蔵したSCALE Ver.6.0を使用し、その計算フローを第

１図に示す。なお、評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、別紙「計

算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。 

 

(2) 計算方法 

a.計算体系 

計算体系は、垂直方向、水平方向ともに有限の体系とする。貯蔵する燃料は、各領域で貯蔵可能

な最も反応度の高い燃料を当該領域のすべてのラックへ貯蔵することを想定する。また、垂直方

向では、上下部の構造物による中性子反射効果を考慮し、燃料有効長上部は低水密度状態におい

ても、十分な中性子の反射効果が得られる厚さ（中性子反射効果が飽和する厚さ）である300mmの

水反射と仮定し、燃料有効長下部についても同様に、1,000mmのコンクリートとして評価する。水

平方向では、ピット側面の構造物による中性子反射効果を考慮し、垂直方向上部と同様に300㎜の

水反射を仮定する。未臨界性評価の計算体系を第２図～第４図に示す。 

 

b.計算条件 
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評価の計算条件は以下のとおりである。 

(a) 評価には55GWd/tウラン燃料を使用し、その初期濃縮度は、約4.60wt%に濃縮度公差を見込

み   wt%とする。 

(b) 貯蔵する燃料の燃焼度別に使用済燃料ピット内を３つの領域に分けて、それぞれの領域で

は燃焼度0、20,000、50,000 MWd/tの燃料を貯蔵することを想定する。 

(c) 燃料有効長は、公称値3,642mmから延長し、3,660mmとする。 

(d) ラックの厚さは、中性子吸収効果を少なくするため下限値（ mm）とする。 

(e) 使用済燃料ピット内の水は純水とし、残存しているほう素は考慮しない。 

 

以下の計算条件は公称値を使用し、正負の製作公差を未臨界性評価上厳しくなる側に不確定性

として考慮するもの（以下「製作公差に基づく不確定性として考慮する計算条件」という）であ

る。なお、製作公差に基づく不確定性として考慮する計算条件には、ラック内での燃料体等が偏

る効果を含む。 

(f) ラックの中心間距離 

(g) ラックの内のり 

(h) ラック内での燃料体等が偏る効果（ラック内燃料偏心） 

(i) 燃料材の直径及び密度 

(j) 燃料被覆材の内径及び外径 

(k) 燃料要素の中心間隔（燃料体外寸） 

 

なお、本計算における計算条件を第２表に、不確定性評価の考え方について別添２「大規模漏え

い時の未臨界性評価における不確定性評価の考え方」に示す。 

 

(3) 計算結果 

未臨界性評価結果を第３表に示す。第６図のとおり、純水冠水状態から水密度の減少に伴い低

水密度領域で実効増倍率に極大値が生じる。実効増倍率は最も厳しくなる低水密度状態（水密度

0.12g/cm3）で0.9575となり、これに不確定性0.0142を考慮しても実効増倍率は0.972であり、実効

増倍率0.98以下を満足している。 
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第１図 計算フロー 
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第２図 大規模漏えい時の使用済燃料ピットの未臨界性評価の計算体系（水平方向） 
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第４図 大規模漏えい時の使用済燃料ピットの未臨界性評価の計算体系（垂直方向） 
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第２表 大規模漏えい時の使用済燃料ピットの未臨界性評価の計算条件 

 

 計算条件 備考 

（燃料体） 15×15 型ウラン燃料 － 

燃料 235U 濃縮度      wt% 
4.60wt%に濃縮度公差を見

込んだ値 

 燃料材密度 理論密度の 97% （注１） 

燃料材直径 9.29mm （注１） 

燃料被覆材   内径 

         外径 

9.48mm 

10.72mm 

（注１） 

（注１） 

燃料要素中心間隔 14.3mm （注１） 

燃料有効長 3,660mm 公称値 3,642mm を延長 

貯蔵領域 

領域 A 燃焼度 0MWd/t の燃料を貯蔵 

－ 領域 B 燃焼度 20,000MWd/t の燃料を貯蔵 

領域 C 燃焼度 50,000MWd/t の燃料を貯蔵 

（ラック） － 配置は第５図参照 

 ラックタイプ アングル型 － 

ラックの中心間距離    mm×    mm （注１） 

 材 料 ステンレス鋼 － 

 厚 さ  mm (注２) 

 内のり    mm×    mm （注１） 

（使用済燃料ピット内の

水分条件） 
純水 

残存しているほう素は考

慮しない 

密度 0.0～1.0g/cm3 － 

（注１）製作公差に基づく不確定性として考慮する計算条件 

（注２）中性子吸収効果を少なくするため下限値を使用 
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第３表 大規模漏えい時の使用済燃料ピットの未臨界性評価結果 

 評価結果（注） 評価基準 

実効増倍率 0.972（0.9575） ≦0.98 

（注）不確定性を含む。（）内は不確定性を含まない値。 

 

 

 
第５図 使用済燃料ピット配置図 
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第６図 実効増倍率と水密度の関係
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1. はじめに 

 高浜１号機使用済燃料ピットでは、大規模漏えい時の未臨界性評価に用いた解析体系（以下、「本

体系」という。）に基づき設定した領域に従い、初期濃縮度、燃焼度及び制御棒クラスタの有無に応

じて貯蔵する燃料を管理することとしている。領域別の貯蔵可能な燃料体条件を第 1-1 図に示す。本

資料では、領域管理による燃料運用の成立性について説明する。 

 

2. 本体系における領域設定の考え方 

大規模漏えいが発生した場合の使用済燃料ピットへのスプレイ及び水蒸気の雰囲気を考慮し、い

かなる水密度範囲（0.0～1.0g/cm3）においても臨界を防止するために、使用済燃料ピット内に領

域を設定し、貯蔵できる燃料の条件（初期濃縮度、燃焼度及び制御棒クラスタの有無）を管理する。

未臨界性評価は、当該領域に貯蔵可能な最も反応度が高い燃料が、当該領域のすべてのラックに貯

蔵されると想定して実施しており、実運用における燃料貯蔵状態を包絡した評価となる。領域の設

定は、使用済燃料ピット内での燃料運用を簡便化することを目的として、以下の方針で検討を実施

している。 

 

① 領域の数を可能な限り少なくする。 

② 低燃焼度の燃料を貯蔵する領域は、制御棒クラスタの挿入なしで炉心から取出した燃料が貯

蔵できる容量を確保する。 

 

ここでは、燃料運用の一例として 55GWd/t 燃料平衡炉心を対象に領域設定の検討を行った。平衡

炉心における取出燃料の燃焼度区分ごとの体数は、第 1-1 表のとおりである。 

  領域設定において、上記①の観点から、領域数は、第 1-1 表の取出燃料の燃焼度区分を参考に、

新燃料及び 1 回照射燃料を貯蔵する領域 A（0GWd/t 以上）、2 回照射以上の燃料を貯蔵する領域 B

（20GWd/t 以上）、今後使用予定のない燃料を貯蔵する領域 C（50GWd/t 以上）の 3領域とした。ま

た、上記②の観点から領域 Aで最低限確保すべき燃料貯蔵体数は、44 体以上（20GWd/t 未満の燃料

体数）、領域 Bで最低限確保すべき燃料貯蔵体数は 113 体以上（20GWd/t 以上の燃料体数）であり、

領域 A、B 合計で 157 体以上（炉心から取出した燃料体数）となる。 

本体系では、使用済燃料ピット内での燃料運用幅を可能な限り確保することを目的に、上記で設

定した 3 領域のうち、反応度の高い燃料が貯蔵可能な領域 A、B を使用済燃料ピットの外周に配置

することで大規模漏えい時においても臨界を防止している。このとき、燃料貯蔵体数は、領域 Aで

73 体、領域 Bで 126 体、領域 A、B合計で 199 体となり、各領域で最低限確保すべき燃料貯蔵体数

を満足している。なお、55GWd/t 燃料平衡炉心においてサイクルごとに取替える新燃料は 44 体で

あり、次サイクルで使用予定のない燃料 25 体（50GWd/t 以上）を領域 C へ移動させることで、次

サイクルへ装荷する新燃料を合わせた 176 体（次サイクルの新燃料 44 体を含む 0～50GWd/t の燃

料体数）を領域 A、B に貯蔵することが可能となる。残りのラックは領域 C に設定しており、燃料
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貯蔵体数は 225 体であるため、今後使用しない予定の燃料を貯蔵することが可能である。 

 

第 1-1 表 平衡炉心に基づいた燃料運用及び領域設定による貯蔵可能燃料体数 

燃焼度(GWd/t) 0 以上～

20 未満 

20 以上

～30 未

満 

30 以上

～40 未

満 

40 以上～

50 未満 

50 以上

～ 

55GWd/t 燃料平衡炉心 

燃料取出時後 
44 体 28 体 24 体 36 体 25 体(*2) 

貯蔵 

可能 

体数

（*1） 

領域 A 73 体（44 体） 

領域 B ― 126 体（113 体） 

領域 A＋B 199 体（157 体） 

     (*1) 括弧内は各領域において最低限確保すべき貯蔵燃料体数 

(*2) 次サイクル以降で使用予定のない燃料体数。これらを領域 C へ移動させれば、次サ

イクルで取替える新燃料体数 44体をあわせても領域 A+B で貯蔵可能である。 
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4. 領域による燃料管理 

未臨界性評価では、領域に貯蔵される最も反応度の高い燃料が使用済燃料ピットのすべてのラ

ックに貯蔵されていることを想定して、第 1-1 図に示す燃料配置で評価を実施している。実運用

では、貯蔵する燃料集合体の反応度が第 1-1 図に示した領域設定の反応度を下回るように領域管

理に基づき燃料を貯蔵する。 

ここでは、領域 B、Cに貯蔵する燃料を対象に制御棒クラスタ（仕様は第 1-3 表参照）による反

応度抑制効果や 48GWd/t 燃料を考慮した場合、各領域にどの程度の燃焼度の燃料が貯蔵可能とな

るか検討を実施した。評価結果を第 1-4 表に示す。本結果より、各領域のラックに貯蔵可能な燃

料条件は第 1-5 表に示すとおりとなり、本表に記載の初期濃縮度、燃焼度、制御棒クラスタの有

無及び配置を確認することで、大規模漏えい時においても臨界を防止することができる。 

 

第 1-3 表 未臨界性評価における制御棒クラスタの仕様（15×15 型燃料向け） 

項 目 仕 様 

制御棒クラスタ クラスタ当たりの制御棒本数 20 本 

制御棒有効長さ 約 3.6m 

中性子吸収材直径 約 10mm 

中性子吸収材材料 銀・インジウム・カドミウム 

（約 80％、15％、5％）合金 

被覆管厚さ 約 0.5mm 

被覆管材料 ステンレス鋼 
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第 1-4 表 貯蔵燃料及び制御棒クラスタの有無の違いによる影響（評価結果）（1/2） 

 大規模漏えい時の 

使用済燃料ピットの 

未臨界性評価の 

計算体系 

評価ケース 

（網掛け部のみ大規模漏えい時の使用済燃料ピットの 

未臨界性評価の計算体系から条件を変更） 

① ② ③ 

領域 A 燃焼度 0GWd/t 燃焼度 0GWd/t 燃焼度 0GWd/t 燃焼度 0GWd/t 

領域 B 

55GWd/t 燃料 

制御棒クラスタなし 

燃焼度 20GWd/t 

55GWd/t 燃料 

制御棒クラスタあり 

燃焼度 0GWd/t 

48GWd/t 燃料 

制御棒クラスタなし 

燃焼度 15GWd/t 

48GWd/t 燃料 

制御棒クラスタあり 

燃焼度 0GWd/t 

領域 C 燃焼度 50GWd/t 燃焼度 50GWd/t 燃焼度 50GWd/t 燃焼度 50GWd/t 

実効増倍率 0.9575 0.9307 0.9542 0.9235 

 

第 1-4 表 貯蔵燃料及び制御棒クラスタの有無の違いによる影響（評価結果）（2/2） 

 大規模漏えい時の 

使用済燃料ピットの 

未臨界性評価の 

計算体系 

評価ケース 

（網掛け部のみ大規模漏えい時の使用済燃料ピットの 

未臨界性評価の計算体系から条件を変更） 

④ ⑤ ⑥ 

領域 A 燃焼度 0GWd/t 燃焼度 0GWd/t 燃焼度 0GWd/t 燃焼度 0GWd/t 

領域 B 燃焼度 20GWd/t 燃焼度 20GWd/t 燃焼度 20GWd/t 燃焼度 20GWd/t 

領域 C 

55GWd/t 燃料 

制御棒クラスタなし 

燃焼度 50GWd/t 

55GWd/t 燃料 

制御棒クラスタあり 

燃焼度 15GWd/t 

48GWd/t 燃料 

制御棒クラスタなし 

燃焼度 45GWd/t 

48GWd/t 燃料 

制御棒クラスタあり 

燃焼度 10GWd/t 

実効増倍率 0.9575 0.9510 0.9485 0.9451 
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第 1-5 表 領域別の貯蔵可能な燃料の燃焼度 

 55GWd/t 燃料（注１） 

初期濃縮度 

約 4.6wt% 

55GWd/t 燃料 

初期濃縮度 

約 4.6wt% 

48GWd/t 燃料（注２） 

初期濃縮度約 4.0wt% 

制御棒クラスタなし 制御棒クラスタあり 制御棒クラスタなし 制御棒クラスタあり 

領域 A 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 

領域 B 燃焼度 20GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 15GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 

領域 C 燃焼度 50GWd/t 以上 燃焼度 15GWd/t 以上 燃焼度 45GWd/t 以上 燃焼度 10GWd/t 以上 

（注１）大規模漏えい時の使用済燃料ピットの未臨界性評価の計算体系 

（注２）未臨界性評価条件については、初期濃縮度（約 4.0wt％に濃縮度公差を見込み 

wt％）及びペレット密度（48GWd/t 燃料：95% T.D.）以外は 55GWd/t 燃料に同じ。 

 

5. 領域管理に基づいた使用済燃料ピット燃料運用方針について 

実運用においては、本体系で反応度の高い燃料を貯蔵している領域 A 及び領域 B は炉心の燃料

装荷体数 157 体を上回る計 199 体の貯蔵容量があり、炉心へ装荷する燃料（ウラン新燃料及び燃焼

度の低い燃焼燃料）は優先的に領域 A 及び領域 B へ貯蔵し、炉心への装荷、取出を実施する。ま

た、本体系で反応度の低い燃料を貯蔵している領域 Cでは、優先的に燃焼の進んだ燃焼燃料を貯蔵

する。 

なお、実運用においては、燃料体別に付与される燃料番号とともに初期濃縮度、燃焼度及び制御

棒クラスタの有無が管理され、使用済燃料ピット内での燃料体等及び制御棒クラスタの移動並び

に、炉心への装荷、取出時においては複数人の作業者が移動手順を確認し、確実に燃料体等の移動

履歴を追うことができる運用とすることから、領域管理を行ったとしても燃料配置の変更を問題な

く実施することができる。 

 

6. 燃料運用方針の実機適用性確認 

（４）の運用方針に従い、高浜発電所１号機使用済燃料ピットに貯蔵される燃料体数及び制御棒

クラスタ体数の推移について以下のような保守的な燃料運用の想定のもとで検討を行い、今後の燃

料運用の成立性を確認した。高浜発電所１号機の使用済燃料ピットの貯蔵容量を満たすまでの期間

における使用済燃料ピットの状態（例）は第 1-6 表～第 1-8 表及び第 1-2 図に示すとおりであり、

（４）に示す燃料運用方針に従い、使用済燃料ピットの貯蔵容量を満たすまでの期間の燃料運用は

実現可能である。 

 

・使用済燃料ピットからの使用済燃料搬出がないものとする。 

 ・第 28 サイクルまでは 48GWd/t 燃料のみの炉心とし、第 29サイクル以降に装荷する新燃料はす
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べて 55GWd/t 燃料とする。 

 ・第 28 サイクルで装荷予定のない燃料は以降のサイクルで使用することも考えられるが、本検

討においてはすべて今後使用しない燃料とする。 

・制御棒クラスタ以外の内挿物の増加は考慮しないものとする。 

 

また、領域管理が有する運用への余裕を確認するため、使用済燃料ピットに貯蔵する燃料の体数

を燃焼度別に整理した。高浜発電所１号機使用済燃料ピットの第 28 サイクル装荷前に貯蔵されて

いる燃料について、燃焼度に対する燃料体貯蔵体数の累積値を第 1-3 図にプロットした。ここで、

30GWd/t のプロット点は、使用済燃料ピットに貯蔵される燃料体のうち 30GWd/t 以下となるすべて

の燃料体数を示したものとなる。なお、第 1-3 図の横軸は 55GWd/t 燃料相当の燃焼度を表してお

り、48GWd/t 燃料については、55GWd/t 燃料よりも初期濃縮度が低く、第 1-4 表の結果より燃焼度

換算で 5GWd/t 程度の反応度差があるため貯蔵体数を当該グラフへプロットする際には、燃焼度に

5GWd/t を加算している。 

各領域への燃料貯蔵の可否を判断する際には、必要に応じて制御棒クラスタの反応度抑制効果を

考慮する。仮に高浜発電所１号機の使用済燃料貯蔵ピットにおいて、全燃料集合体に制御棒クラス

タを考慮した場合、領域 A、Bには燃焼度 0GWd/t 以上の燃料が、領域 Cには、燃焼度 15GWd/t 以上

の燃料（55GWd/t 燃料の場合）が貯蔵可能となり、その燃料貯蔵容量の累積値は最大で第 1-3 図の

青色の線となる。実運用上は、青色の線の範囲内で貯蔵燃料体数に応じて必要となる体数の制御棒

クラスタを使用する。 

第 1-3 図中の緑色の線は、現在時点（第 28 サイクル装荷前）で使用済燃料ピットに貯蔵されて

いる制御棒クラスタ（高浜１号機：114 体）を考慮した場合の各燃焼度の燃料体に対する貯蔵可能

体数の例を示している。第 28 サイクル装荷前では、緑色の線が各プロット点を上回っており、す

べての燃料体が使用済燃料ピットに貯蔵可能と判断できる。 

 

7. 貯蔵燃料の領域管理をすることによる未臨界性評価上の保守性について 

燃料の初期濃縮度、燃焼度及び制御棒クラスタの有無に応じた領域管理を実施するに当たり、未

臨界性評価では、実際に使用済燃料ピットに貯蔵される燃料の燃焼度に余裕を持たせた評価条件を

設定している。 

実際に各領域に貯蔵される燃料の燃焼度は、通常の燃料運用を想定すると、領域 A,B には優先的

に炉心に装荷する燃料として、それぞれ 0GWd/t 以上、20GWd/t 以上の燃料を貯蔵するが、未臨界

性評価では新燃料、20GWd/t として評価する。また、領域 Cでは優先的に取出燃料を貯蔵し、その

燃焼度は 50GWd/t 以上となるが、未臨界性評価では 50GWd/t として評価する。従って、未臨界性評

価では実際に貯蔵される燃焼度よりも燃焼度を切り下げて評価しており、実運用と比較して燃焼度

の観点から保守的な設定となっている。なお、領域 B、C に貯蔵される燃料のうち、20GWd/t、50GWd/t

未満の燃料体には制御棒クラスタを挿入する。その反応度抑制効果は、第 1-4 表の結果より燃焼度
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換算で 35GWd/t 程度の反応度差があるため、第 1-1 図に示す配置で仮想的に燃焼度を 35GWd/t 増

加させて計算している。一例として、高浜１号機第 28 サイクル装荷前の使用済燃料ピットの貯蔵

燃料を対象とすると、領域 Cに貯蔵される燃料の平均燃焼度は第 1-4 図で示すとおり、本体系にお

ける領域 C の燃焼度（50GWd/t）と比較して燃焼度換算で 50％程度高くなる結果となる。 

以上より、領域管理を実施することで燃焼度の観点から保守性を持った運用が可能となる。 

 

以上 
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 55GWd/t 燃料 

（初期濃縮度約 4.6wt%） 

48GWd/t 燃料 

（初期濃縮度約 4.0wt%） 

制御棒クラスタなし 制御棒クラスタあり 制御棒クラスタなし 制御棒クラスタあり 

□領域 A 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 

■領域 B 燃焼度 20GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 15GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 

■領域 C 燃焼度 50GWd/t 以上 燃焼度 15GWd/t 以上 燃焼度 45GWd/t 以上 燃焼度 10GWd/t 以上 

 

第 1-1 図 領域別の貯蔵可能な燃料体の燃焼度 

  

水反射体

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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第 1-6 表 高浜１号機 第 28 サイクルでの燃料運用 

 炉心 使用済燃料ピット 

運
転
中 

 

 

 

 

 

 

 

燃料が装荷されている 

 

 

運
転
後
の
燃
料
取
出
し
後 

 

 

 

 

 

 

 

燃料が装荷されていない 

 

炉心にあった 157 体の燃料を貯蔵 

次
サ
イ
ク
ル
装
荷
前 

 

 

 

 

 

 

 

燃料が装荷されていない 

 

第 29 サイクルに向けて新燃料を 52 体追加し、 

当該サイクルで新たな取出燃料が 52体発生 

―：貯蔵領域の境界 

□：空ラック（領域 A）   ■：空ラック（領域 B）   ■：空ラック（領域 C） 

■：炉心運用に係る燃料集合体（157 体）   ○：制御棒クラスタ挿入位置 

■：第 28 サイクルで装荷予定のない燃料 

■：第 28 サイクルで発生した取出燃料 

 

  

水反射体

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 2

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 2

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 2 2

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 2 2

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 -1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 -1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 -1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 -1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 -1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 -1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 -1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 -1

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

水反射体

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 ○ ○ ○ ○ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 -1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 -1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 -1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 -1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 -1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 -1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 -1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 -1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1

水反射体

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 ○ ○ ○ ○ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 ○ ○ 3 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ 3 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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第 1-7 表 高浜１号機 第 29 サイクルでの燃料運用 

 炉心 使用済燃料ピット 

運
転
中 

 

 

 

 

 

 

 

燃料が装荷されている 

 

 

運
転
後
の
燃
料
取
出
し
後 

 

 

 

 

 

 

 

燃料が装荷されていない 

 

炉心にあった 157 体の燃料を貯蔵 

次
サ
イ
ク
ル
装
荷
前 

 

 

 

 

 

 

 

燃料が装荷されていない 

 

第 30 サイクルに向けて新燃料を 48 体追加し、 

当該サイクルで新たな取出燃料が 48体発生 

―：貯蔵領域の境界 

□：空ラック（領域 A）   ■：空ラック（領域 B）   ■：空ラック（領域 C） 

■：炉心運用に係る燃料集合体（157 体）   ○：制御棒クラスタ挿入位置 

■：第 28 サイクルで装荷予定のない燃料 

■：第 28 サイクルで発生した取出燃料 

■：第 29 サイクルで発生した取出燃料 

 

 

  

水反射体

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 2

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 2

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 ○ ○ 3 2 2

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ 3 2 2

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1

水反射体

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 ○ ○ ○ ○ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 ○ ○ 3 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ 3 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 -3 -3 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

水反射体

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 ○ ○ ○ ○ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 ○ ○ ○ ○ 3 3 3 3 ○ ○ 3 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ 3 3 ○ ○ ○ 3 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 ○ ○ 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 ○ ○ 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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第 1-8 表 高浜１号機 第 30 サイクルでの燃料運用 

 炉心 使用済燃料ピット 

運
転
中 

 

 

 

 

 

 

 

燃料が装荷されている 

 

 

運
転
後
の
燃
料
取
出
し
後 

 

 

 

 

 

 

 

燃料が装荷されていない 

 

炉心にあった 157 体の燃料を貯蔵 

―：貯蔵領域の境界 

□：空ラック（領域 A） ■：空ラック（領域 B） ■：空ラック（領域 C）  

○：制御棒クラスタ挿入位置 

■：炉心運用に係る燃料集合体（157 体） ■：第 28 サイクルで装荷予定のない燃料 

■：第 28 サイクルで発生した取出燃料 ■：第 29 サイクルで発生した取出燃料 

 

 

 

 

 

 

水反射体

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 2

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 2

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ 3 3 3 3 ○ ○ 3 2 2

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ 3 3 ○ ○ ○ 3 2 2

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

-1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ○ ○ 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1

水反射体

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 ○ ○ ○ ○ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 ○ ○ ○ ○ 3 3 3 3 ○ ○ 3 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ 3 3 ○ ○ ○ 3 2 2

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 ○ ○ 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 ○ ○ ○ ○ -3 -3 -3 ○ ○ 3 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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（凡例）□：領域 Aのみに貯蔵できる燃料   ■：領域 A,B のみに貯蔵できる燃料 

■：すべての領域に貯蔵できる燃料 

各ラックに記載の数値は貯蔵燃料の燃焼度（10GWd/t 単位）。 

○囲みしたラック内の貯蔵燃料には制御棒クラスタが挿入されている。 

（注）48GWd/t 燃料は、55GWd/t 燃料の燃焼度と反応度が等価となるよう燃焼度に 5GWd/t を加算

している。 

 

 55GWd/t 燃料 

（初期濃縮度約 4.6wt%） 

48GWd/t 燃料 

（初期濃縮度約 4.0wt%） 

制御棒クラスタなし 制御棒クラスタあり 制御棒クラスタなし 制御棒クラスタあり 

□領域 A 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 

■領域 B 燃焼度 20GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 燃焼度 15GWd/t 以上 燃焼度 0GWd/t 以上 

■領域 C 燃焼度 50GWd/t 以上 燃焼度 15GWd/t 以上 燃焼度 45GWd/t 以上 燃焼度 10GWd/t 以上 

 

 

第 1-2 図 高浜１号機 第 30 サイクル運転後の燃料取出し後において 

各ラックに貯蔵されている燃料の燃焼度（10GWd/t 刻み） 

 

 

  

水反射体

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 30 20

10 ⑩ ⑩ ⑩ ⑩ 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30

10 ⑩ ㉚ ㉚ ㉚ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ 50 50 50 50 ㉚ ㉚ 50 30 30

10 ⑩ ㉚ ㉚ ㉚ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ 50 50 ㉚ ㉚ ㉚ 50 30 30

10 ⑩ ㉚ ㉚ ㉚ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ 50 30 30 30 30 30 30 30 30 10

10 ⑩ ⑳ ⑳ ⑳ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㉚ 50 30 30 30 30 30 30 30 30 50

10 ⑩ ⑳ ⑳ ⑳ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ 30 50

10 ⑩ ⑳ ⑳ ⑳ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ 30 50

10 ⑩ ⑳ ⑳ ⑳ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ 30 50

10 ⑩ ⑳ ⑳ ⑳ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ ㉚ 30 50

10 ⑩ ⑳ ⑳ ⑳ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ 30 50

10 ⑩ ⑳ ⑳ ⑳ ㊵ ㊵ 50 50 ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ 30 50

10 ⑩ ⑳ ⑳ ⑳ ㊵ ㊵ 50 50 ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ ㊵ 30 50

30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50

30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 50
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（注）48GWd/t 燃料は、55GWd/t 燃料の燃焼度と反応度が等価となるよう燃焼度に 

5GWd/t を加算してプロットしている。 

 

 

第 1-3 図 高浜１号機 使用済燃料ピットの貯蔵可能な燃料体数の例 
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■ ：使用済燃料ピットに貯蔵する燃料体数の累積値（第 28 サイクル装荷前） 

：使用可能な制御棒クラスタを考慮した燃料貯蔵容量の累積値 

：最大限の制御棒クラスタを考慮した燃料貯蔵容量の累積値 
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※制御棒クラスタを挿入した燃料については、仮想的に 

 反応度抑制効果として燃焼度を 35GWd/t 分加算している。 

使用済燃料貯蔵ピット内 領域 C における貯蔵燃料の平均燃焼度：74.3GWd/t 

 

第 1-4 図 使用済燃料ピットの貯蔵燃料燃焼度による燃料体数ヒストグラム 

（高浜１号機 第 28 サイクル装荷前の例） 
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資料４８ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 
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1. 概要 

本資料は、設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）の「設計及び工事に係る品質マ

ネジメントシステム」（以下「設工認品質管理計画」という。）に基づき、設計に係る品質管

理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画、並びに、工事及び検査に

係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画を記載する。 

 

2. 基本方針 

本資料では、設工認における、「設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行

おうとしている管理の計画」及び「工事に係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計

画」を、以下のとおり説明する。 

 

(1) 設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計画 

「設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又は行おうとしている管理の計

画」として、以下に示す2つの段階を経て実施した設計の管理の方法を「3. 設工認にお

ける設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には、組織について「3.1  設計、工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関

係及び情報伝達含む。）」に、実施する各段階について「3.2  設工認における設計、工

事及び検査の各段階とその審査」に、品質管理の方法について「3.3  設計に係る品質管

理の方法」に、調達管理の方法について「3.6  設工認における調達管理の方法」に、文

書管理、識別管理、トレーサビリティについて「3.7  記録、識別管理、トレーサビリテ

ィ」に、不適合管理の方法について「3.8 不適合管理」に記載する。 

また、これらの方法により行った管理の具体的な実績を、様式－1「本設工認に係る設

計の実績、工事及び検査の計画（例）」（以下「様式－1」という。）に取りまとめる。 

ａ．実用炉規則別表第二対象設備のうち、設工認対象設備に対する技術基準規則の条

文ごとの基本設計方針の作成 

ｂ．前項ａで作成した条文ごとの基本設計方針を基に、実用炉規則の別表第二に示さ

れた事項に対して必要な設計を含む技術基準規則等への適合に必要な設備の設計

（作成した条文ごとの基本設計方針に対し、工事を継続又は完了している設備の

設計実績等を用いた技術基準規則等への適合に必要な設備の設計を含む。） 

これらの設計に係る記載事項には、設計の要求事項として明確にしている事項及びそ

の審査に関する事項、設計の体制として組織内外の相互関係、設計・開発の各段階にお

ける審査等に関する事項並びに組織の外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記

載する。 
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(2) 工事及び検査に係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画 

「工事及び検査に係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画」として、設

工認申請（届出）時点で設置されている設備、工事を継続又は完了している設備を含め

た設工認対象設備の工事及び検査に係る品質管理の方法を「3. 設計及び工事の計画にお

ける設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等」に記載する。 

具体的には、組織について「3.1  設計、工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関

係及び情報伝達含む。）」に、実施する各段階について「3.2  設工認における設計、工

事及び検査の各段階とその審査」に、品質管理の方法について「3.4  工事に係る品質管

理の方法」及び「3.5  使用前事業者検査の方法」に、調達管理の方法について「3.6  

設工認における調達管理の方法」に、文書管理、識別管理、トレーサビリティについて

「3.7  記録、識別管理、トレーサビリティ」に、不適合管理の方法について「3.8  不

適合管理」に記載する。 

また、これらの工事及び検査に係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画

を、様式－1に取りまとめる。 

工事及び検査に係る記載事項には、工事及び検査に係る要求事項として明確にする事

項及びその審査に関する事項、工事及び検査の体制として組織内外の相互関係（使用前

事業者検査の独立性、資源管理及び物品の状態保持に関する事項を含む。）、工事及び

検査に必要なプロセスを踏まえた全体の工程及び各段階における監視測定、妥当性確認

及び検査等に関する事項（記録、識別管理、トレーサビリティ等に関する事項を含む。）

並びに組織の外部の者との情報伝達に関する事項等を含めて記載する。 

 

(3) 設工認対象設備の施設管理 

適合性確認対象設備は、必要な機能・性能を発揮できる状態に維持されていることが

不可欠であり、その維持の管理の方法について「4. 適合性確認対象設備の施設管理」で

記載する。 

 

(4) 設工認で記載する設計、工事及び検査以外の品質保証活動 

設工認に必要な設計、工事及び検査は、設工認品質管理計画に基づく品質マネジメン

トシステム体制のもとで実施するため、上記以外の責任と権限、原子力安全の重視、必

要な要員の力量管理を含む資源の管理及び不適合管理を含む評価及び改善については、

「高浜発電所原子炉施設保安規定」（以下「保安規定」という。）の品質マネジメント

システム計画（以下「保安規定品質マネジメントシステム計画」という。）に従った管

理を実施する。 

また、当社の品質保証活動は、安全文化醸成活動と一体となった活動を実施している。 
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3. 設計及び工事の計画における設計、工事及び検査に係る品質管理の方法等 

設工認における設計、工事及び検査に係る品質管理は、品質マネジメントシステム及び保

安規定品質マネジメントシステム計画に基づき実施する。 

また、特定重大事故等対処施設にかかわる秘匿性を保持する必要がある情報については以

下の管理を実施する。 

(1) 秘密情報の管理 

「実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処施設に関する審査ガイドにおける航

空機等の特性等」（平成 26 年 9 月 18 日原子力規制委員会）及び同ガイドを用いて作

成した情報を含む文書（以下「秘密情報」という。）については、秘密情報の管理に

係る管理責任者を指定し、秘密情報を扱う者（以下「取扱者」という。）の名簿での

登録管理を実施する。また、秘密情報を含んだ電子データは取扱者以外の者のアクセ

スを遮断するためパスワードの設定等を実施する。 

 

(2) セキュリティの観点から非公開とすべき情報の管理 

上記(1)以外の特定重大事故等対処施設に関する情報を含む文書については、業務

上知る必要のある者以外の者がみだりに閲覧できない状態で管理する。また、特定重

大事故等対処施設に係る調達の際、当該情報を含む文書等について業務上知る必要の

ある者以外の者がみだりに閲覧できない状態で管理することを要求する 

 

以下に、設計、工事及び検査、調達管理等のプロセスを示す。 

 

3.1  設計、工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。） 

設工認に基づく設計、工事及び検査は、第3.1-1図に示す本店組織及び発電所組織に係

る体制で実施する。 

また、設計（「3.3  設計に係る品質管理の方法」）、工事（「3.4  工事に係る品質

管理の方法」）、検査（「3.5  使用前事業者検査の方法」）並びに調達（「3.6  設工

認における調達管理の方法」）の各プロセスを主管する箇所を第3.1-1表に示す。 

第3.1-1表に示す各プロセスを主管する箇所の長は、担当する設備に関する設計、工事

及び検査並びに調達について、責任と権限を持つ。 

各主任技術者は、それぞれの職務に応じた監督を行うとともに、相互の職務について

適宜情報提供を行い、意思疎通を図る。 

設計から工事及び検査への設計結果の伝達、当社から供給者への情報伝達など、組織

内外や組織間の情報伝達については、設工認に従い確実に実施する。 
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3.1.1  設計に係る組織 

設工認に基づく設計は、第3.1-1表に示す主管箇所のうち、「3.3 設計に係る品質

管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施する。 

この設計に必要な資料の作成を行うため、第3.1-1図に示す体制を定めて設計に係

る活動を実施する。 

また、設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について、設工認に示す

設計の段階ごとに様式－1に取りまとめる。 

 

3.1.2  工事及び検査に係る組織 

設工認に基づく工事は、第3.1-1表に示す主管箇所のうち、「3.4 工事に係る品

質管理の方法」に係る箇所が工事を主管する組織として実施する。 

設工認に基づく検査は、第3.1-1表に示す主管箇所のうち、「3.5 使用前事業者

検査の方法」に係る箇所が検査を担当する組織として実施する。 

また、設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について、設工認に示す

工事及び検査の段階ごとに様式－1に取りまとめる。 

 

3.1.3 調達に係る組織 

設工認に基づく調達は、第3.1-1表に示す本店組織及び発電所組織の調達を主管す

る箇所で実施する。 

また、設工認に基づき実施した施設ごとの具体的な体制について、設工認に示す

設計、工事及び検査の段階ごとに様式－1に取りまとめる。
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第3.1-1図  適合性確認に関する体制表

設計（解析業務を含む）

原子力

企画

部門

統括

原子力安全

部門統括

原子力発電

部門統括

原子力技術

部門統括

（原子力技術）

原子力

企画

部長

総務

担当

部長

総
務
Ｇ
Ｃ
Ｍ

原子力安全

部長

安
全
管
理
Ｇ
Ｃ
Ｍ

安
全
技
術
Ｇ
Ｃ
Ｍ

危
機
管
理
Ｇ
Ｃ
Ｍ

原子力発電

部長

発
電
Ｇ
Ｃ
Ｍ
（※

２
）
（※

５
）

保
修
管
理
Ｇ
Ｃ
Ｍ

電
気
設
備
Ｇ
Ｃ
Ｍ

原子力

保全

担当部長

原
子
力
工
事
セ
ン
タ
ー
所
長
（※

６
）

原子力

運用管理

担当部長

燃
料
保
全
Ｇ
Ｃ
Ｍ

放
射
線
管
理
Ｇ
Ｃ
Ｍ

プ
ラ
ン
ト
・
保
全
技
術
Ｇ
Ｃ
Ｍ

土
木
建
築
技
術
Ｇ
Ｃ
Ｍ

土
木
建
築
設
備
Ｇ
Ｃ
Ｍ

原子力技術

部長

原子力土木

建築部長

機
械
設
備
Ｇ
Ｃ
Ｍ

工事及び検査

発電所長

発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者

電
気
主
任
技
術
者

ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン

主
任
技
術
者

各
課
（
室
）
長
（※

３
）

左
記
「
設
計
」
の
組
織

発電

所長

各
課
（
室
）
長

調達
供給者に

対する監査

原子力

発電

部門

統括

品
質
保
証
Ｇ
Ｃ
Ｍ
（※

７
）

原子力

発電

部長

契約

左
記
「
設
計
」
の
組
織

（※

１
）

調
達
本
部
長

燃
料
技
術
Ｇ
Ｃ
Ｍ

原子

燃料

部長

原子

燃料

部門

統括

品質管理に係るプロセスの

取りまとめ

品質保証ＧＣＭ

所
長
室
長
（※

８
）

発
電
所
長

統括・全体調整

原子力発電部門統括

原子力発電部長

※１：「Ｇ」は「グループ」、「ＣＭ」は「チーフマネジャー」をいう。

※２：検査（主要な耐圧部の溶接部、燃料体を除く。）に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長（発電所組織においては、技術課長とする。）
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第3.1-1表  設計及び工事の実施の体制 
プロセス 主管箇所 

3.3 設計に係る品質管理の方法 

本店 土木建築室 
本店 原子力企画部門 
本店 原子力安全部門 
本店 原子力発電部門 
本店 原子力技術部門 
本店 原子燃料部門 
発電所 安全･防災室 
発電所 所長室 
発電所 技術課 
発電所 原子燃料課 
発電所 放射線管理課 
発電所 保全計画課 
発電所 電気保修課 
発電所 計装保修課 
発電所 原子炉保修課 
発電所 タービン保修課 
発電所 土木建築課 
発電所 電気工事グループ 
発電所 機械工事グループ 
発電所 土木建築工事グループ 

3.4 
3.5 

工事に係る品質管理の方法 
使用前事業者検査の方法 

本店 土木建築室 
本店 原子力企画部門 
本店 原子力安全部門 
本店 原子力発電部門 
本店 原子力技術部門 
本店 原子燃料部門 
発電所 品質保証室 
発電所 安全･防災室 
発電所 所長室 
発電所 技術課 
発電所 原子燃料課 
発電所 放射線管理課 
発電所 第一発電室 
発電所 第二発電室 
発電所 保全計画課 
発電所 電気保修課 
発電所 計装保修課 
発電所 原子炉保修課 
発電所 タービン保修課 
発電所 土木建築課 
発電所 電気工事グループ 
発電所 機械工事グループ 
発電所 土木建築工事グループ 

3.6 設工認における調達管理の方法 

本店 土木建築室 
本店 原子力企画部門 
本店 原子力安全部門 
本店 原子力発電部門 
本店 原子力技術部門 
本店 原子燃料部門 
発電所 安全･防災室 
発電所 所長室 
発電所 技術課 
発電所 原子燃料課 
発電所 放射線管理課 
発電所 電気保修課 
発電所 計装保修課 
発電所 原子炉保修課 
発電所 タービン保修課 
発電所 土木建築課 
発電所 電気工事グループ 
発電所 機械工事グループ 
発電所 土木建築工事グループ 
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3.2  設工認における設計、工事及び検査の各段階とその審査 

3.2.1  設計及び工事のグレード分けの適用 

設工認における設計は、設工認申請（届出）時点で設置されている設備を含めた

設工認対象設備に対し、第3.2-1表に示す「設工認における設計、工事及び検査の各

段階」に従って技術基準規則等の要求事項への適合性を確保するために実施する工

事の設計である。 

この設計は、設工認品質管理計画「3.2.1  設計及び工事のグレード分けの適用」

（添付1「当社におけるグレード分けの考え方」参照）に示すグレード分けに従い管

理を実施する。 

 

3.2.2  設計、工事及び検査の各段階とその審査 

設工認における設計、工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステ

ム計画との関係を第3.2-1表に示す。 

また、適合性確認に必要な作業と検査の繋がりを第3.2-1図に示す。 

なお、実用炉規則別表第二対象設備のうち、設工認申請（届出）が不要な工事を

行う場合は、設工認品質管理計画のうち、必要な事項を適用して設計、工事及び検

査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、

技術基準規則に適合していることを確認する。 

設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は、第3.2-1表に

示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに

対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。 

なお、設計の各段階におけるレビューについては、第3.1-1表に示す設計及び工事

を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

設工認のうち、主要な耐圧部の溶接部に対する必要な検査は、「3.3 設計に係る

品質管理の方法」、「3.4 工事に係る品質管理の方法」、「3.5 使用前事業者検

査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理（第3.2-1表に

おける「3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計1）」～「3.6 設工認における調達管

理の方法」）のうち、必要な事項を適用して設計、工事及び検査を実施し、認可さ

れた設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適

合していることを確認する。
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第 3.2-1 図  適合性確認に必要な作業と検査の繋がり 

適合性を確認するために実施する

検査方法の決定※

設置許可基準規則 技術基準規則

要目表 基本設計方針 品質管理計画

工事計画本文・工事計画以外

要求事項

設備別記載事項の設定根拠に

関する説明書

強度に関する説明書

添付書類

実用炉規則 （第五条） （第九条）

各条文への適合性を確保するための設計

各条文の対応に必要な適合

性確認対象設備の選定

基本設計方針の作成
発電用原子炉設置許可申請書（本文）

安全設備及び重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書

設計及び工事に係る

品質マネジメントシステムに関する

説明書

使用前事業者検査

（適合性確認対象設備が認可された設工認

に記載された仕様及びプロセスのとおりで

あること、技術基準規則に適合しているこ

とを確認するため、「使用前事業者検査の

方法の決定」で決定した結果に基づき行う

検査）

適合性確認対象設備の

各条文への適合性を

確保するための設計※

設工認

（設計段階の適合性を

保証するための手段）

（工事段階の適合性を保証

するための記録の収集）

設計結果に対する適合性確認

※：基準適合を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表

検査・試験記録

（定期事業者検査、

自主検査、定期試験等）

既工認

委託報告書

現場確認結果

（ウォークダウン）

承認申請図書、

決定図書

完成図書

設
計
の
妥
当
性
を
示
す
記
録

現場確認結果

（ウォークダウン）

承認申請図書、

決定図書

完成図書

工
事
段
階
の
適
合
性
確
認
に
用
い
る
記
録
と
そ
の
品
質

（
過
去
に
作
成
さ
れ
た
記
録
の
品
質
を
含
む
）

～に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。

設工認設計結果

(上：要目表/設計方針)

(下：記録等)

評価要求

設備の具体的設計結果

(上：設計結果)

(下：記録等)

確認方法 ～

～

～

設置許可で確認した地盤

上の○○建屋内に設置 据付検査

・・・

・・・

～

・・・ ～

・・・ ・・・ ・・・ ～

・・・

設備名称

恒設代替

低圧注水ポンプ

基本設計方針

要求種別

○○施設

・・・

設備

区分

機器

区分

～設備 ポンプ

関連

条文

○○条

・・・ ・・・ ・・・

項目番号 ～1

・・・

発電用原子炉施設の種類

工事の方法
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第 3.2-1 表 設工認における設計、工事及び検査の各段階 

各段階 
保安規定品質マネ
ジメントシステム
計画の対応項目 

概 要 

設
計 

3.3 
設計に係る品質管
理の方法 

7.3.1 設計開発計
画 

適合性を確保するために必要な設計
を実施するための計画 

3.3.1 
適合性確認対象設
備に対する要求事
項の明確化 

7.3.2 設計開発に
用いる情報 

設計に必要な技術基準規則等の要求
事項の明確化 

3.3.2 
各条文の対応に必
要な適合性確認対
象設備の選定 

技術基準規則等に対応するための設
備・運用の抽出 

3.3.3(1) 
※ 

基本設計方針の作
成（設計 1） 

7.3.3 設計開発の
結果に係る情報 

要求事項を満足する基本設計方針の
作成 

3.3.3(2) 
※ 

適合性確認対象設
備の各条文への適
合性を確保するた
めの設計（設計
2） 

7.3.3 設計開発の
結果に係る情報 

適合性確認対象設備に必要な設計の
実施 

3.3.3(3) 
設計のアウトプッ
トに対する検証 

7.3.5 設計開発の
検証 

基準適合性を確保するための設計の
妥当性のチェック 

3.3.4 
※ 

設計における変更 7.3.7 設計開発の
変更の管理 

設計対象の追加や変更時の対応 

工
事
及
び
検
査 

3.4.1 
※ 

設工認に基づく具
体的な設備の設計
の実施（設計 3） 

7.3.3 設計開発の
結果に係る情報 
7.3.5 設計開発の
検証 

設工認を実現するための具体的な設
計 

3.4.2 
具体的な設備の設
計に基づく工事の
実施 

― 
適合性確認対象設備の工事の実施 

3.5.1 

使用前事業者検査
での確認事項 

― 

適合性確認対象設備が、認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること、技術基準規
則に適合していること 

3.5.2 

使用前事業者検査
の計画 

― 

適合性確認対象設備が、認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること、技術基準規
則に適合していることを確認する計
画と方法の決定 

3.5.3 
検査計画の管理 

― 
使用前事業者検査を実施する際の工
程管理 

3.5.4 
主要な耐圧部の溶
接部に係る使用前
事業者検査の管理 

― 
主要な耐圧部の溶接部に係る使用前
事業者検査を実施する際のプロセス
の管理 

3.5.5 

使用前事業者検査
の実施 

7.3.6 設計開発の
妥当性確認 
8.2.4 機器等の検
査等 

適合性確認対象設備が、認可された
設工認に記載された仕様及びプロセ
スのとおりであること、技術基準規
則に適合していることを確認 

調
達 

3.6 
設工認における調
達管理の方法 

7.4 調達 
8.2.4 機器等の検
査等 

適合性確認に必要な、設計、工事及
び検査に係る調達管理 

※：「3.2.2 設計、工事及び検査の各段階とその審査」で述べている「設計の各段階にお

けるレビュー」の各段階を示す。  
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3.3  設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は、設工認における技術基準規則等への適合性を確保するた

めの設計として、「要求事項の明確化」、「適合性確認対象設備の選定」、「基本設計

方針の作成」及び「適合性を確保するための設計」、「設計のアウトプットに対する検

証」の各段階を実施する。 

以下に各段階の活動内容を示す。 

 

3.3.1  適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

設計を主管する箇所の長は、以下の事項により、設工認に必要な要求事項を明確

にする。 

・「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第5号）」（以下「設置許可基

準規則」という。）に適合しているとして許可された「高浜発電所発電用原

子炉設置変更許可申請書」（以下「設置変更許可申請書」という。） 

・技術基準規則 

また、必要に応じて以下を参照する。 

・許可された設置変更許可申請書の添付書類 

・設置許可基準規則の解釈 

・技術基準規則の解釈 

 

3.3.2  各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備に対する技術基準規則への適合

性を確保するため、設置変更許可申請書に記載されている設備及び技術基準規則へ

の対応に必要な設備（運用を含む。）を、実際に使用する際の系統又は構成で必要

となる設備を含めた適合性確認対象設備として以下に従って抽出する。 

適合性確認対象設備を明確にするため、設工認に関連する工事において追加・変

更となる設備・運用のうち、設工認の対象となる設備・運用を、要求事項への適合

性を確保するために実際に使用する際の系統・構成で必要となる設備・運用を考慮

しつつ第3.3-1図に示すフローに基づき抽出する。 

抽出した結果を様式－2(1/2)～(2/2)「設備リスト（例）」（以下「様式－2」と

いう。）の該当する条文の設備等欄に整理するとともに、設備／運用、既設／新設、

要求事項に対して必須の設備・運用の有無、実用炉規則 別表第二の記載対象設備に

該当の有無、既工認での記載の有無、実用炉規則 別表第二に関連する施設区分／設

備区分及び設置変更許可申請書添付八主要設備記載の有無を明確にする。 
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第3.3-1図  適合性確認対象設備の抽出について 

  

実用発電用原子炉

及びその附属施設

要求事項を満足するた

めに必要な機能等か

適合性確認対象設備

（設工認の対象となる設備）

はい

いいえ

自主設置設備等

（施設管理等により自主的に管理する設備）

「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」への適

合要求

「実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則」への適合要求
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3.3.3  設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則等への適合性を

確保するための設計を以下のとおり実施する。 

・「設計1」として、技術基準規則等の適合性確認対象設備に必要な要求事項を

基に、必要な設計を漏れなく実施するための基本設計方針を明確化する。 

・「設計2」として、「設計1」の結果を用いて適合性確認対象設備に必要な詳

細設計を実施する。 

・「設計1」及び「設計2」の結果を用いて、設工認に必要な書類等を作成する。 

・「設計のアウトプットに対する検証」として、「設計1」及び「設計2」の結

果について、検証を実施する。 

これらの具体的な活動を以下のとおり実施する。 

 

(1) 基本設計方針の作成（設計 1） 

設計を主管する箇所の長は、様式－2で整理した適合性確認対象設備に対する詳

細設計を「設計2」で実施するに先立ち、技術基準規則等の適合性確認対象設備に

必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために、以下により適合性確認

対象設備ごとに適用される技術基準規則の条項号を明確にするとともに、技術基

準規則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確にした基

本設計方針を作成する。 

 

a. 適合性確認対象設備と適用条文の整理 

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の技術基準規則への適合に必

要な設計を確実に実施するため、以下により、適合性確認対象設備ごとに適用さ

れる技術基準規則の条文を明確にする。 

 

(a) 技術基準規則の条文ごとに各施設との関係を明確にし、明確にした結果とその

理由を、様式－3「技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方

（例）」（以下「様式－3」という。）の「適用要否判断」欄及び「理由」欄に取

りまとめる。 

(b) 様式－3に取りまとめた結果を、様式－4(1/2)～(2/2)「施設と条文の対比一覧

表（例）」（以下「様式－4」という。）の該当箇所の星取りにて取りまとめるこ

とにより、施設ごとに適用される技術基準規則の条文を明確にする。 

(c) 様式－2で明確にした適合性確認対象設備を実用炉規則別表第二の設備区分ごと

に、様式－5「設工認添付書類星取表（例）」（以下「様式－5」という。）で機
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器として整理する。 

また、様式－4で取りまとめた結果を用いて、設備ごとに適用される技術基準規

則の条番号を明確にし、技術基準規則の各条番号と設工認との関連性を含めて、

様式－5で整理する。 

 

b. 技術基準規則条文ごとの基本設計方針の作成 

設計を主管する箇所の長は、以下により、技術基準規則等の適合性確認対象設

備に必要な要求事項を具体化し、漏れなく適用していくための基本設計方針を技

術基準規則の条文ごとに作成する。 

なお、基本設計方針の作成に当たっての統一的な考え方を添付2「技術基準規則

ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方」に示す。 

 

(a) 様式－7「要求事項との対比表（例）」（以下「様式－7」という。）に、基本

設計方針の作成に必要な情報として、技術基準規則の各条文及びその解釈、並び

に関係する設置変更許可申請書本文及びその添付書類に記載されている内容を原

文のまま引用し、その内容を見ながら、設計すべき項目を基本設計方針として漏

れなく作成する。 

(b) 基本設計方針の作成に併せて、基本設計方針として記載する事項及びそれらの

設工認申請書の添付書類作成の考え方（理由）、基本設計方針として記載しない

場合の考え方、並びに詳細な検討が必要な事項として含めるべき実用炉規則別表

第二に示された添付書類との関係を明確にし、それらを様式－6「各条文の設計の

考え方（例）」（以下「様式－6」という。）に取りまとめる。 

(c) (a)及び(b)で作成した条文ごとの基本設計方針を整理した様式－7及び基本設計

方針作成時の考え方を整理した様式－6、並びに各施設に適用される技術基準規則

の条文を明確にした様式－4を用いて、施設ごとの基本設計方針を作成する。 

(d) 作成した基本設計方針を基に、抽出した適合性確認対象設備に対する耐震重要

度分類、機器クラス、兼用する際の登録の考え方及び当該適合性確認対象設備に

必要な設工認申請書の添付書類との関連性を様式－5で明確にする。 

 

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計 2） 

設計を主管する箇所の長は、様式－2で整理した適合性確認対象設備に対し、変更

があった要求事項への適合性を確保するための詳細設計を、「設計1」の結果を用い

て実施する。 

a. 基本設計方針の整理 
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設計を主管する箇所の長は、基本設計方針（「3.3.3(1) 基本設計方針の作成」

参照）に基づく設計の実施に先立ち、基本設計方針に従った設計を漏れなく実施

するため、基本設計方針の内容を以下の流れで分類し、技術基準規則への適合性

の確保が必要な要求事項を整理する。 

 

(a) 条文ごとに作成した基本設計方針を設計項目となるまとまりごとに整理する。 

(b) 整理した設計方針を分類するためのキーワードを抽出する。 

(c) 抽出したキーワードを基に要求事項を第3.3-1表に示す要求種別に分類する。 

(d) 分類した結果を、設計項目となるまとまりごとに、様式－8「基準適合性を確保

するための設計結果と適合性確認状況一覧表（例）」（以下「様式－8」という。）

の「基本設計方針」欄に整理する。 

(e) 設工認の設計に不要な以下の基本設計方針を、様式－8の該当する基本設計方針

に網掛けすることにより区別し、設計が必要な要求事項に変更があった条文に対

応した基本設計方針を明確にする。 

・定義（基本設計方針で使用されている用語の説明） 

・冒頭宣言（設計項目となるまとまりごとの概要を示し、冒頭宣言以降の基本

設計方針で具体的な設計項目が示されているもの） 

・規制要求に変更のない既設設備に適用される基本設計方針（既設設備のうち、

過去に当該要求事項に対応するための設計が行われており、様式－4及び様式

－5で従来の技術基準規則から変更がないとした条文に対応した基本設計方針） 

・適合性確認対象設備に適用されない基本設計方針（当該適合性確認対象設備

に適用されず、設計が不要となる基本設計方針） 

 

b. 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（対象設備の仕様を 

含む。） 

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備を技術基準規則に適合したも

のとするために、以下により、必要な詳細設計を実施する。 

また、具体的な設計の流れを第3.3-2図に示す。 

 

(a) 第3.3-1表に示す「要求種別」ごとの「主な設計事項」に示す内容について、

「3.7.1  文書及び記録の管理」で管理されている設備図書等の記録をインプット

として、基本設計方針に対し、適合性確認対象設備が技術基準規則等への必要な

設計要求事項の適合性を確保するために必要な詳細設計の方針（要求機能、性能

目標、防護方針等を含む。）を定めるための設計を実施する。 
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(b) 様式－6で明確にした詳細な検討を必要とした事項を含めて詳細設計を実施する

とともに、以下に該当する場合は、その内容に従った詳細設計を実施する。 

 

ｲ. 評価を行う場合 

詳細設計として評価（解析を含む。）を実施する場合は、基本設計方針を

基に詳細な評価方針及び評価方法を定めた上で、評価を実施する。 

また、評価の実施において、解析を行う場合は、「3.3.3(2)c. 詳細設計の

品質を確保する上で重要な活動の管理」に基づく管理により品質を確保する。 

ﾛ. 複数の機能を兼用する設備の設計を行う場合 

複数の機能（施設間を含む。）を兼用する設備の設計を行う場合は、兼用

するすべての機能を踏まえた設計を確実に実施するため、組織間の情報伝達

を確実に実施し、兼用する機能ごとの系統構成を把握し、兼用する機能を集

約した上で、兼用するすべての機能を満たすよう設計を実施する。 

ﾊ. 設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合 

設備設計を他設備の設計に含めて設計を行う場合は、設計が行われること

を確実にするために、組織間の情報伝達を確実に実施し、設計をまとめて実

施する側で複数の対象を考慮した設計を実施したのち、設計を委ねた側にお

いても、その設計結果を確認する。 

ﾆ. 他号機と共用する設備の設計を行う場合 

他号機と共用する設備の設計を行う場合は、設計が確実に行われることを

確実にするため、組織間の情報伝達を確実に実施し、号機ごとの設計範囲を

明確にし、必要な設計が確実に行われるよう管理する。 

 

上記ｲ～ﾆの場合において、設計の妥当性を検証し、詳細設計方針を満たすこと

を確認するために検査を実施しなければならない場合は、条件及び方法を定めた

上で実施する。 

また、これらの設計として実施したプロセスを様式－1に取りまとめるとともに、

設計結果を、様式－8の「設工認設計結果（要目表／設計方針）」欄に整理する。 

 

(c) 第3.3-1表に示す要求種別のうち「運用要求」に分類された基本設計方針につい

ては、基本設計方針を作成した箇所の長にて、保安規定に必要な対応を取りまと

める。  
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第3.3-1表 要求種別ごとの適合性の確保に必要となる主な設計事項と

その妥当性を示すための記録との関係 

要求種別 主な設計事項 
設計方針の妥当性を 

示す記録 

設備 
設計 

要求 

設置

要求 

目 的 と す る 機

能・性能を有す

る設備の選定 

目的とする機能・性能を有す

る設備の選定 

配置設計 

・設計資料 

・設備図書（図面、構造

図、仕様書） 

等 

機能 

要求 

目的とする機能 

・性能を実際に

発揮させるため

に必要な具体的

な系統構成・設

備構成 

設置変更許可申請書の記載を

基にした、実際に使用する系

統構成・設備構成の決定 

・設計資料 

・系統図 

・設備図書（図面、構造

図、仕様書） 

等 

目的とする機能 

・性能を実際に

発揮させるため

に必要な設備の

具体的な仕様 

仕様設計 

構造設計 

強度設計（クラスに応じて） 

・設計資料 

・設備図書（図面、構造

図、仕様書） 

・インターロック線図 

・算出根拠（計算式等） 

・カタログ 

等 

評価 

要求 

対象設備が目的

とする機能・性

能を持つことを

示すための方法

とそれに基づく

評価 

仕様決定のための解析 

条件設定のための解析 

実証試験 

技術基準規則に適合している

ことの確認のための解析 

（耐震評価、耐環境評価） 

・設計資料 

・有効性評価結果（設置

変更許可申請書での安

全 解 析 の 結 果 を 含

む。） 

・解析計画（解析方針） 

・委託報告書（解析結

果） 

・手計算結果 

等 

運用 運用要求 

保安規定で定め

る必要がある運

用方法とそれに

基づく計画 

維持又は運用のための計画の

作成 
－ 
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第 3.3-2 図  主要な設備の設計

インプット（機器ごとに設計するために必要な資料）

機
能
単
位
の

系
統
の
明
確
化

兼
用
す
る
機
能
の
確
認

様式－2(1/2)～(2/2)

（条文ごとの必要な機能と対象機器）

設置（変更）許可

（機能ごとの主な系統構成と対象機器）

基本設計方針

（機能ごとの主な系統構成と対象機器）

様式－5

（兼用する施設・設備区分）

様式－2(1/2)～(2/2)

（条文ごとの必要な機能と対象機器）

様式－5

（機器ごとの関連する条番号）

機能単位の系統図

・・・

設定根拠（概要）

設備図書等

基本設計方針

設備図書等

機
能
を
兼
用
す
る
機
器
を
含
む

設
備
に
係
る
設
計

①機器が兼用する施設・設備区分を把握

当社

②機器が施設・設備区分ごとに

兼用する機能を確認

機器ごとの系統構成を明確化

機能単位の

系統図機能単位の

系統図機能単位の

系統図

○○施設

機能単位の

系統図機能単位の

系統図機能単位の

系統図

△△施設

供給者 アウトプット（機器ごとに設工認に必要な資料）

①兼用する機器ごとに系統構成を系統図で明確に

したうえで、機器の仕様に関する設計を実施

②兼用する機能及び仕様を使用条件ごとに整理

設定根拠（仕様）

機器の設計

設定根拠（概要）

機能単位の系統図

・・・

機能単位の

系統図機能単位の

系統図機能単位の

系統図

○○施設

機能単位の

系統図機能単位の

系統図機能単位の

系統図

△△施設

既工認

主
要
な
設
備
に
係
る
設
計

委託報告書の要求事項確認 委託報告書の作成 委託報告書

機器の設計

設置（変更）許可

設備仕様

（認可済み又は届出済みの工事計画書を用いる場合のみ）

（許可済みの設置変更許可申請書を用いる場合のみ）

構造図

（設備仕様に関する設計結果）

設定根拠

（機器の構造に関する設計結果）

配置図

（設定根拠の取りまとめ結果）

（現場の配置に関する設計結果）

設計資料

仕様書

（供給者が設計する場合のみ）

委託報告書の要求事項確認 委託報告書の作成

仕様書

（供給者が設計する場合のみ）

③兼用するそれぞれの機能を満たす仕様を

機器が有することを確認

委託報告書 ※

※

※：委託報告書の図面等を設計のインプットとして使用する場合は、当社が承認したのち、設備図書等として取り扱う。

また、供給者が工事にて設計を実施した場合は、委託報告書を総括報告書に読み替える。
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c. 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

設計を主管する箇所の長は、詳細設計の品質を確保する上で重要な活動となる、

「調達による解析」及び「手計算による自社解析」について、以下の活動を実施

し、品質を確保する。 

 

(a) 調達による解析の管理 

基本設計方針に基づく詳細設計で解析を実施する場合は、解析結果の信頼性

を確保するため、設工認品質管理計画に基づく品質保証活動を行う上で、特に

以下の点に配慮した活動を実施し、品質を確保する。 

 

ｲ. 調達による解析 

調達により解析を実施する場合は、解析の信頼性を確保するために、供給

者に対し、「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガ

イドライン（平成26年3月 一般社団法人原子力安全推進協会）」を反映した

以下に示す管理を確実にするための品質マネジメントシステム体制の構築等

に関する調達要求事項を仕様書により要求し、それに従った品質マネジメン

トシステム体制のもとで解析を実施させるよう「3.6  設工認における調達管

理の方法」に従った調達管理を実施する。 

なお、解析の調達管理に関する具体的な流れを添付3「設工認における解析

管理について」の「別図1」に示す。 

 

(ｲ) 解析業務を実施するに当たり、あらかじめ解析業務の計画を策定し、解析

業務実施計画書等により文書化する。 

なお、解析業務の計画には、以下に示す事項の計画を明確にする。 

・解析業務の作業手順（デザインレビュー、審査方法、時期等を含む。) 

・使用する計算機プログラムとその検証結果※ 

※：解析業務実施計画書の作成段階で、使用する計算機プログラムの検

証が完了していない場合は、計算機プログラムの検証計画を解析業

務実施計画書に記載し当社に提出させ、また計算機プログラム検証

後にその結果を当社へ提出させる。 

・解析業務の実施体制 

・解析結果の検証 

・委託報告書の確認 

・解析業務の変更管理 
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・記録の保管管理 

(ﾛ) 解析業務に係る必要な力量を定めるとともに、従事する要員（原解析者・

検証者）は必要な力量を有した者とする。 

 

ﾛ. 計算機プログラム（解析コード）の管理 

計算機プログラムは、評価目的に応じた解析結果を保証するための重要な

役割を持っていることから、使用実績や使用目的に応じ、計算機プログラム

が適正なものであることを以下のような方法により検証し、使用する。 

・簡易的なモデルによる解析解の検算 

・標準計算事例を用いた解析による検証 

・実験又はベンチマーク試験結果との比較 

・他の計算機プログラムによる計算結果との比較 等 

 

ﾊ. 解析業務で用いる入力情報の伝達 

当社は供給者に対し調達管理に基づく品質マネジメントシステム上の要求

事項として、IS09001の要求事項に従った文書及び記録の管理の実施を要求し、

適切な版を管理することを要求する。 

これにより、設工認に必要な解析業務のうち、設備又は土木建築構造物を

設置した供給者と同一の供給者が主体となって解析を実施する場合は、解析

を実施する供給者が所有する図面とそれを基に作成され納入されている当社

所有の設備図書で、同じ最新性を確保する。 

また、設備を設置した供給者以外の供給者にて解析を実施する場合は、当

社で管理している図面を供給者に提供することで、供給者に最新性が確保さ

れた図面で解析を実施させる。 

 

ﾆ. 入力根拠の作成 

供給者に、解析業務実施計画書等に基づき解析ごとの入力根拠を明確にし

た入力根拠書を作成させ、また計算機プログラムへの入力間違いがないか確

認させることで、入力根拠の妥当性及び入力データが正しく入力されたこと

の品質を確保する。 

 

(b) 手計算による自社解析 

自社で実施する解析（手計算）は、評価を実施するために必要な計算方法及

び入力データを明確にした上で、当該業務の力量を持つ要員が実施する。 
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また、実施した解析結果に間違いがないようにするために、入力根拠、入力

結果及び解析結果について、解析を実施した者以外の者によるダブルチェック

を実施し、解析結果の信頼性を確保する。 

 

(3) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は、「3.3.3  設工認における設計及び設計のアウトプッ

トに対する検証」の「設計1」及び「設計2」で取りまとめた様式－8を設計のアウト

プットとして、これが設計のインプット（「3.3.1  適合性確認対象設備に対する要

求事項の明確化」及び「3.3.2  各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定」

参照）で与えられた要求事項に対する適合性を確認した上で、要求事項を満たして

いることの検証を、組織の要員に指示する。 

なお、この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない上位職位

の者に実施させる。 

 

(4) 設工認申請（届出）書の作成 

設計を主管する箇所の長は、設工認の設計として実施した「3.3.3(1) 基本設計方

針の作成（設計1）」及び「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確

保するための設計（設計2）」からのアウトプットを基に、設工認に必要な書類等を

以下のとおり取りまとめる。 

 

a. 要目表の作成 

設計を主管する箇所の長は、「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合

性を確保するための設計（設計2）」の設計結果及び図面等の設計資料を基に、実

用炉規則別表第二の「記載すべき事項」の要求に従って、必要な事項（種類、主要

寸法、材料、個数等）を設備ごとに表（要目表）又は図面等に取りまとめる。 

 

b. 施設ごとの基本設計方針のまとめ 

設計を主管する箇所の長は、「3.3.3(1)b. 技術基準規則条文ごとの基本設計方

針の作成」で作成した施設ごとの基本設計方針を基に、実用炉規則別表第二に示さ

れた発電用原子炉施設の施設ごとの基本設計方針としてまとめ直すことにより、設

工認として必要な基本設計方針を作成する。 

また、技術基準規則に規定される機能・性能を満足させるための基本的な規格及

び基準を、「適用基準及び適用規格」として取りまとめる。 
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c. 工事の方法の作成 

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備等が、期待される機能を確実に

発揮することを示すため、当該工事の手順並びに使用前事業者検査の項目及び方法

を記載するとともに、工事中の従事者及び公衆に対する放射線管理や他の設備に対

する悪影響防止等の観点から特に留意すべき事項を「工事の方法」として取りまと

める。 

 

d. 各添付書類の作成 

設計を主管する箇所の長は、「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合

性を確保するための設計（設計2）」の設計結果及び図面等の設計資料を基に、基

本設計方針に対する詳細設計の結果、及び設計の妥当性に関する説明が必要な事項

を取りまとめた様式－6及び様式－7を用いて、実用炉規則別表第二に示された添付

書類を作成する。 

なお、実用炉規則別表第二に示された添付書類において、解析コードを使用して

いる場合には、添付書類の別紙として「計算機プログラム（解析コード）の概要」

を作成する。 

 

e. 設工認申請書案のチェック 

設計を主管する箇所の長は、作成した設工認申請書案について、要員を指揮して、

以下の要領でチェックする。 

 

(a) 設計を主管する箇所でのチェック分担を明確にしてチェックする。 

(b) チェックの結果としてコメントが付されている場合は、その反映要否を検討し、

必要に応じ資料を修正した上で、再度チェックする。 

(c) 必要に応じこれらを繰り返し、設工認申請書案のチェックを完了する。 

 

(5) 設工認申請（届出）書の承認 

「3.3.3(3) 設計のアウトプットに対する検証」及び「3.3.3(4)e. 設工認申請書

案のチェック」を実施した設工認申請書案について、設工認申請書の取りまとめを

主管する箇所の長は、設計を主管する箇所の長が作成した資料を取りまとめ、原子

力発電安全委員会へ付議し、審議及び確認を得る。 

また、設工認申請書の提出手続きを主管する箇所の長は、原子力発電安全委員会

の審議及び確認を得た設工認申請書について、原子力規制委員会及び経済産業大臣

への提出手続きを承認する。 
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3.3.4  設計における変更 

設計を主管する箇所の長は、設計対象の追加又は変更が必要となった場合、

「3.3.1  適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」～「3.3.3  設工認にお

ける設計及び設計のアウトプットに対する検証」の各設計結果のうち、影響を受け

るものについて必要な設計を実施し、影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応

じ修正する。 

 

3.4  工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく具体的な設備の設計の実施及びその結果

を反映した設備を導入するために必要な工事を、「3.6  設工認における調達管理の方法」

の管理を適用して実施する。 

 

3.4.1  設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3） 

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、以下のいずれかの方法で、設工

認を実現するための具体的な設計（設計3）を実施し、決定した具体的な設備の設計

結果（既に工事を着手し設置を終えている設備について、既に実施された具体的な

設計の結果が設工認に適合していることを確認することを含む。）を様式－8の「設

備の具体的設計結果」欄に取りまとめる。 

 

(1) 自社で設計する場合 

本店組織又は発電所組織の工事を主管する箇所の長は、「設計3」を実施する。 

 

(2) 「設計 3」を本店組織の工事を主管する箇所の長が調達し発電所組織の工事を主管

する箇所の長が調達管理として「設計 3」を管理する場合 

本店組織の工事を主管する箇所の長は、「3.6  設工認における調達管理の方法」

に従った調達により「設計3」を実施する。 

また、発電所組織の工事を主管する箇所の長は、その調達の中で供給者が実施す

る「設計3」の管理を、調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うこと

により管理する。 

 

(3) 「設計 3」を発電所組織の工事を主管する箇所の長が調達しかつ調達管理として

「設計 3」を管理する場合 

発電所組織の工事を主管する箇所の長は、「3.6  設工認における調達管理の方

法」に従った調達により「設計3」を実施する。 



 

 

- T1-添48-23 - 

また、発電所組織の工事を主管する箇所の長は、その調達の中で供給者が実施す

る「設計3」の管理を、調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うこと

により管理する。 

 

(4) 「設計 3」を本店組織の工事を主管する箇所の長が調達しかつ調達管理として「設

計 3」を管理する場合 

本店組織の工事を主管する箇所の長は、「3.6  設工認における調達管理の方法」

に従った調達により「設計3」を実施する。 

また、本店組織の工事を主管する箇所の長は、その調達の中で供給者が実施する

「設計3」の管理を、調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことに

より管理する。 

 

3.4.2  具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく設備を設置するための工事を、「工

事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6  設工認における調達管理の方法」

に従い実施する。 

なお、この工事の中で使用前事業者検査を実施する場合は、「3.6 設工認にお

ける調達管理の方法」に従った調達製品の検証の中で使用前事業者検査を含めて実

施する。 

また、設工認に基づき設置する設備のうち、既に工事を着手し設置を終えている

設備については、以下のとおり取り扱う。 

 

(1) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち、既に工事を着手し設置を完了して調

達製品の検証段階の適合性確認対象設備については、「3.5  使用前事業者検査の方

法」の段階から実施する。 

 

(2) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち、既に工事を着手し工事を継続してい

る適合性確認対象設備については、「3.6  設工認における調達管理の方法」に従い、

着手時点のグレードに応じた工事を継続して実施するとともに、「3.5  使用前事業

者検査の方法」の段階から実施する。 

なお、この工事の中で適合性確認を実施する場合は、「3.6  設工認における調達

管理の方法」に従った調達製品の検証の中で実施する。 
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3.5  使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及び

プロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、保安規

定に基づく使用前事業者検査を計画し、「検査・試験通達」に従い、工事実施箇所からの

独立性を確保した検査体制のもと、実施する。 

 

3.5.1  使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様

及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため

に、以下の項目について検査を実施する。 

①実設備の仕様の適合性確認 

②実施した工事が、「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）」

及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並び

に「工事の方法」のとおり行われていること。 

これらの項目のうち、①を設工認品質管理計画の第 3.5-1 表に示す検査として、②

を品質マネジメントシステムに係る検査（以下「QA 検査」という。）として実施する。 

②については工事全般に対して実施するものであるが、工事実施箇所が「3.5.4 主

要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は、工事実施箇

所が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認を QA 検査

に追加する。 

また、QA 検査では上記②に加え、上記①のうち工事実施箇所が実施する検査の、記

録（工事実施箇所が採取した記録・ミルシート等。）の信頼性確認（記録確認検査や

抜取検査の信頼性確保）を行い、設工認に基づく検査の信頼性を確保する。 

 

3.5.2  使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載され

た仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認す

るため、技術基準規則に適合するよう実施した設計結果を取りまとめた様式－8 に示

された「設工認設計結果（要目表／設計方針）」欄ごとに設計の妥当性確認を含む使

用前事業者検査を計画する。 

使用前事業者検査は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方

法並びに第 3.3-1 表の要求種別ごとに第 3.5-1 表に示す確認項目、確認視点及び主な

検査項目を基に計画を策定する。 
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適合性確認対象設備のうち、技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備について

も、使用前事業者検査を計画する。 

個々に実施する使用前事業者検査に加えてプラント運転に影響を及ぼしていないこ

とを総合的に確認するため、特定の条文・様式－8 に示された「設工認設計結果（要

目表／設計方針）」によらず、定格熱出力一定運転時の主要パラメータを確認するこ

とによる使用前事業者検査（負荷検査）の計画を必要に応じて策定する。 

(1) 使用前事業者検査の方法の決定 

検査を担当する箇所の長は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の

項目及び方法並びに第3.3-1表の要求種別ごとに定めた第3.5-1表に示す確認項目、

確認視点、主な検査項目の考え方を使って、確認項目ごとに設計結果に関する具

体的な検査概要及び判定基準を以下の手順により使用前事業者検査の方法として

明確にする。第3.5-1表の検査項目ごとの概要及び判定基準の考え方を第3.5-2表

に示す。 

a.様式－8の「設工認設計結果（要目表／設計方針）」及び「設備の具体的設

計結果」欄に記載された内容と該当する要求種別を基に、検査項目を決定す

る。 

b.決定された検査項目より、第3.5-2表に示す「検査項目、検査概要、判定基

準の考え方について（代表例）」及び「工事の方法」を参照し適切な検査方

法を決定する。 

c.決定した各設備に対する以下の内容を、様式－8の「確認方法」欄に取りま

とめる。なお、「確認方法」欄では、以下の内容を明確にする。 

(a) 検査項目 

(b) 検査方法 
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第 3.5-1 表 要求事項に対する確認項目及び確認の視点 

要求種別 確認項目 確認視点 主な検査項目 

設備 
設計 

要求 

設置 

要求 

名称、取付箇

所、個数、設

置状態、保管

状態 

設計要求どおりの名称、取

付箇所、個数で設置されて

いることを確認する。 

据付検査 

状態確認検査 

外観検査 

機能 

要求 

材料、寸法、

耐圧・漏えい

等の構造、強

度に係る仕様

（要目表） 

要目表の記載どおりである

ことを確認する。 

材料検査 

寸法検査 

建物・構築物構造検

査 

外観検査 

据付検査 

状態確認検査 

耐圧検査 

漏えい検査 

特性検査 

機能・性能検査 

系統構成、系

統隔離、可搬

設備の接続性 

実際に使用できる系統構成

になっていることを確認す

る。 

上記以外の所

要の機能要求

事項 

目的とする機能・性能が発

揮できることを確認する。 

評価 

要求 

解析書のイン

プット条件等

の要求事項 

評価条件を満足しているこ

とを確認する。 

内容に応じて、設置

要求、機能要求の検

査を適用 

運用 運用要求 

手順確認 （保安規定） 

手順化されていることを確

認する。 

状態確認検査 
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第3.5-2表  検査項目、検査概要及び判定基準の考え方について（代表例） 

検査項目 検査概要 判定基準の考え方 

材料検査 
・使用されている材料が設工認に記載のとおりであること、また関係規格※1※2等に適合することを、

記録又は目視により確認する。 
・使用されている材料が設工認に記載のとおりであること、また関係規格等に

適合すること。 

寸法検査 ・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内であることを、記録又は目視により確認する。 ・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内にあること。 

外観検査 ・有害な欠陥のないことを記録又は目視により確認する。 ・機能・性能に影響を及ぼす有害な欠陥のないこと。 

据付検査 
（組立て及び据付け状態を

確認する検査） 

・常設設備の組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認に記載のとおりであることを、記録又は
目視により確認する。 

・設工認に記載のとおりに設置されていること。 

耐圧検査 
・技術基準規則の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し、検査圧力に耐え、異常のないことを、記

録又は目視により確認する。 
・検査圧力に耐え、異常のないこと。 

漏えい検査 
・耐圧検査終了後、技術基準規則の規定に基づく検査圧力により漏えいの有無を、記録又は目視によ

り確認する。 
・検査圧力により著しい漏えいのないこと。 

建物・構築物構造検査 
・建物・構築物が設工認に記載のとおり製作され、組み立てられていること、また関係規格※1※2等に

適合することを、記録又は目視により確認する。 
・主要寸法が設工認に記載の数値に対して許容範囲内にあること、また関係規

格等に適合すること。 

機能・性能検査 
特性検査 

・系統構成確認検査 
可搬型設備の実際に使用する系統構成及び可搬型設備等の接続が可能なことを、記録又は目視によ
り確認する。 

・実際に使用する系統構成になっていること。 
・可搬型設備等の接続が可能なこと。 

・運転性能検査、通水検査、系統運転検査、容量確認検査 
設計で要求される機能・性能について、実際に使用する系統状態又は模擬環境により試運転等を行
い、機器単体又は系統の機能・性能を、記録又は目視により確認する。 

・実際に使用する系統構成になっていること。 
・目的とする機能・性能が発揮できること。 

・絶縁耐力検査 
電気設備と大地との間に、試験電圧を連続して規定時間加えたとき、絶縁性能を有することを、記
録（工場での試験記録等を含む。）又は目視により確認する。 

・目的とする絶縁性能を有すること。 

・ロジック回路動作検査、警報検査、インターロック検査 
電気設備又は計測制御設備について、ロジック確認、インターロック確認及び警報確認等を行い、
設備の機能・性能又は特性を、記録又は目視により確認する。 

・ロジック、インターロック及び警報が正常に動作すること。 

・外観検査 
建物、構築物、非常用電源設備等の完成状態を、記録又は目視により確認する。 

・機能・性能に影響を及ぼす有害な欠陥のないこと。 
・設工認に記載のとおりに設置されていること。 

・計測範囲確認検査、設定値確認検査 
計測制御設備の計測範囲又は設定値を、記録（工場での校正記録等を含む。）又は目視により確認
する。 

・計測範囲又は設定値が許容範囲内であること。 

状態確認検査 

・設置要求における機器保管状態、設置状態、接近性、分散配置及び員数が、設工認に記載のとおり
であることを、記録又は目視により確認する。 

・機器保管状態、設置状態、接近性、分散配置及び員数が適切であること。 

・評価要求に対するインプット条件（耐震サポート等）との整合性確認を、記録又は目視により確認
する。 

・評価条件を満足していること。 

・運用要求における手順が整備され、利用できることを確認する。 ・運用された手順が整備され、利用できること。 

基本設計方針に係る検査※３ 
・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ、機能・性能を有していることを確

認する。 
・機器等が設工認に記載された基本設計方針に従って据付けられ、機能・性能

を有していること。 

QA 検査 
・事業者が設工認に記載された品質管理の方法に従って、設計情報を工事に引継ぎ、工事の実施体制

が確保されていることを確認する。 
・事業者が設工認に記載された品質管理の方法に従って、設計情報を工事に引

継ぎ、工事の実施体制が確保されていること。 

※1：消防法及びJIS 
※2：設計の際に採用した適用基準又は適用規格 
※3：基本設計方針のうち、各検査項目で確認できない事項を対象とする。 
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3.5.3  検査計画の管理 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は、使用前事業者検査を適

切な段階で実施するため、関係箇所と調整の上、発電所全体の主要工程及び調達先

の工事工程を加味した適合性確認の検査計画を作成し、使用前事業者検査の実施時

期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理する。 

なお、検査計画は、進捗状況に合わせて関係箇所と適宜調整を実施する。 

 

3.5.4  主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理 

主要な耐圧部の溶接部に係る検査を担当する箇所の長は、溶接が特殊工程である

ことを踏まえ、工程管理等の計画を策定し、溶接施工工場におけるプロセスの適切

性の確認及び監視を行う。 

また、溶接継手に対する要求事項は、溶接部詳細一覧表（溶接方法、溶接材料、

溶接施工法、熱処理条件、検査項目等）により管理し、これに係る関連図書を含め、

業務の実施に当たって必要な図書を溶接施工工場に提出させ、それを審査、承認し、

必要な管理を実施する。 

 

3.5.5  使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は、「検査・試験通達」に基づき、検査要領書の作成、検査体

制を確立して実施する。 

 

(1) 使用前事業者検査の独立性確保 

検査を担当する箇所の長は、組織的独立した箇所に検査の実施を依頼する。 

  

(2) 使用前事業者検査の体制 

使用前事業者検査の体制は、第3.5-1図を参考に検査要領書で明確にする。 

なお、検査における役務は、以下のとおりとする。 

a. 総括責任者 

・発電所における保安に関する活動を統括するとともに、その業務遂行に係る

品質保証活動を統括する。（燃料体に係る検査を除く。） 

・燃料体の工事に関する活動を統括するとともに、その業務遂行に係る品質保

証活動を統括する。（燃料体に係る検査に限る。） 

b. 主任技術者 

・検査内容、手法等に対して指導・助言を行うとともに、検査が適切に行われ

ていることを確認する。 
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・検査要領書制定時の審査並びに検査要領書に変更が生じた場合には、変更内

容を審査する。 

・発電用原子炉主任技術者は、主に原子炉の核的特性や性能に係る事項等、原

子炉の運転に関する保安の監督を行う。 

・ボイラー・タービン主任技術者は、主に機械設備の構造、機能及び性能に係

る事項等、原子力設備の工事、維持及び運用（電気的設備に係るものを除

く。）に関する保安の監督を行う。 

・電気主任技術者は、主に電気設備の構造、機能及び性能に係る事項等、電気

工作物の工事、維持及び運用（電気的設備）に関する保安の監督を行う。 

c. 品質保証責任者 

・品質マネジメントシステムの観点から、検査範囲、検査方法等の妥当性の確

認を実施するとともに、検査要領書の制定又は改訂が適切に行われているこ

とを審査する。（QA検査を除く。） 

ｄ. 検査実施責任者 

・検査を担当する箇所の長からの依頼に基づき検査を実施する。 

・検査要領書を制定する。また、検査要領書に変更が生じた場合には、変更内

容を確認、承認し、関係者に周知する。 

・検査員から報告された検査結果（合否判定）が技術基準規則に適合している

ことを最終確認し、若しくは自らが合否判定を実施し、リリース許可する。 

ｅ. 検査員 

・検査実施責任者からの指示に従い、検査を実施する。 

・検査要領書の判定基準に従い、立会い又は記録の確認により合否判定する｡ 

・検査記録及び検査成績書を作成し、検査実施責任者へ報告する。 

ｆ． 助勢員 

・検査実施責任者又は検査員からの指示に従い、検査に係る作業を行う。 

・検査員の役務内容のうち、合否判定以外を行う。 

 

(3) 使用前事業者検査の検査要領書の作成 

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が認可された設工認に記載さ

れた仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを

確認するため、「検査・試験通達」に基づき、「3.5.2(1) 使用前事業者検査の方

法の決定」で決定した様式－8「基準適合性を確保するための設計結果と適合性確

認状況一覧表（例）」の「確認方法」欄で明確にした確認方法に従った使用前事

業者検査を実施するための検査要領書を作成する。 
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また、検査を担当する箇所の長は、検査目的、検査場所、検査範囲、設備項目、

検査方法、判定基準、検査体制、不適合処置要領、検査手順、検査工程、検査用

測定機器、検査成績書の事項等を記載した検査要領書を作成し、主任技術者（燃

料体に係る検査を除く。）及び品質保証責任者（QA検査は除く。）の審査を経て

検査実施責任者が制定する。 

なお、検査要領書には使用前事業者検査の確認対象範囲として含まれる技術基

準規則の条文を明確にするとともに、適合性確認対象設備ではない使用前事業者

検査の対象を明確にする。 

各検査項目における代替検査を行う場合、「3.5.5(4) 代替検査の確認方法の決

定」に従い、代替による使用前事業者検査の方法を決定する。 

 

(4) 代替検査の確認方法の決定 

a. 代替検査の条件 

代替検査を用いる場合は、通常の方法で検査ができない場合であり、例えば以

下の場合をいう。 

・耐圧検査で圧力を加えることができない場合 

・構造上外観が確認できない場合 

・系統に実注入ができない場合 

・電路に通電できない場合 

・当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場合（プロセス

評価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合）※ 

 

※：「当該検査対象の品質記録（要求事項を満足する記録）がない場合（プロセス評

価を実施し検査の成立性を証明する必要がある場合）」とは、以下の場合をいう。 

・材料検査で材料検査証明書（ミルシート）がない場合 

・寸法検査記録がなく、実測不可の場合 

 

b. 代替検査の評価 

検査を担当する箇所の長は、代替検査による確認方法を用いる場合、本来の検

査目的に対する代替性の評価を実施し、その結果を「3.5.5(3) 使用前事業者検査

の検査要領書の作成」で作成する検査要領書の一部として添付し、該当する主任

技術者による審査を経て適用する。 

なお、検査目的に対する代替性の評価においては、以下の内容を明確にする。 

・設備名称 
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・検査項目 

・検査目的 

・通常の方法で検査ができない理由 

（例）既存の発電用原子炉施設に悪影響を及ぼすための困難性 

現状の設備構成上の困難性 

作業環境における困難性 等 

・代替検査の手法及び判定基準 

・検査目的に対する代替性の評価 

 

(5) 使用前事業者検査の実施 

検査実施責任者は、検査員等を指揮して、検査要領書に基づき、確立された検

査体制のもとで使用前事業者検査を実施し、その結果を検査を担当する箇所の長

に報告する。 

報告を受けた検査を担当する箇所の長は、検査プロセスが検査要領書に基づき

適正に実施されたこと、及び検査結果が判定基準を満足していることを確認した

のち、検査結果を受領する。 

また、検査を担当する箇所の長は、受領した検査結果を主任技術者に通知する

(燃料体に係る検査を除く。)とともに、総括責任者に報告する。 
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第3.5-1図  検査実施体制（例）  

 

検査員

検査実施責任者

品質保証責任者

（品質保証室長）

総括責任者

（発電所長）

主任技術者

（ボイラー・タービン主任技術者、

電気主任技術者）

主任技術者

（発電用原子炉主任技術者）

助勢員

破線部は工事を主管する箇所から組織的独立した者
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3.6  設工認における調達管理の方法 

調達を主管する箇所の長は、設工認で行う調達管理を確実にするために、｢施設管理通

達｣、「原子力部門における調達管理通達」及び「原子燃料サイクル通達」に基づき、以

下に示す管理を実施する。 

 

3.6.1  供給者の技術的評価 

調達を主管する箇所の長は、供給者が当社の要求事項に従って調達製品を供給す

る技術的な能力を判断の根拠として、供給者の技術的評価を実施する。（添付4「当

社における設計管理・調達管理について」の「1. 供給者の技術的評価」参照） 

 

3.6.2  供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は、設工認に必要な調達を行う場合、原子力安全に対す

る影響、供給者の実績等を考慮し、調達の内容に応じたグレード分けの区分（添付1

「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表3」参照）を明確にした上で、調達

に必要な要求事項を明確にし、契約を主管する箇所の長へ供給者の選定を依頼する。 

また、契約を主管する箇所の長は、「3.6.1  供給者の技術的評価」で、技術的な

能力があると判断した供給者を選定する。 

 

3.6.3  調達製品の調達管理 

業務の実施に際し、当社においては、原子力安全に及ぼす影響に応じて、設計管

理及び調達管理に係るグレード分けを適用している。 

設工認に適用した機器ごとの現行の各グレードに該当する実績は様式－9「適合性

確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（例）」（以

下「様式－9」という。）に取りまとめる。 

設工認に係る品質管理として、仕様書作成のための設計から調達までのグレード

ごとの流れ、各グレードで実施した各段階の管理及び組織内外の相互関係を添付1

「当社におけるグレード分けの考え方」の「別図1(1/3)～(3/3)」に示す。 

調達を主管する箇所の長は、調達に関する品質保証活動を行うに当たって、原子

力安全に対する影響及び供給者の実績等を考慮し、グレード分けの区分（添付1「当

社におけるグレード分けの考え方」の「別表3」参照）を明確にした上で、以下の調

達管理に基づき業務を実施する。 

また、一般産業用工業品については、(1)の調達仕様書を作成するに当たり、あら

かじめ採用しようとする一般産業用工業品について、原子力施設の安全機能に係る

機器等として使用するための技術的な評価を行う。 
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(1) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は、業務の内容に応じ、以下のa～oを記載した仕様書

を作成し、供給者の業務実施状況を適切に管理※する。（「3.6.3(2) 調達製品の

管理」参照） 

※：添付1「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表1(1/2)」に示すAクラ

ス、Bクラス、Cクラス又は「別表1(2/2)」に示すSA常設のうち、設計・開発

を適用する場合は、仕様書の作成に必要な設計として、添付4「当社における

設計管理・調達管理について」の「2. 仕様書作成のための設計について」の

活動を実施する。 

 

a. 工事又は購入に関する機器仕様（グレード分け（添付1「当社におけるグレード分

けの考え方」参照）を含む。） 

b. 供給者が実施する業務範囲 

c. 製品、手順、プロセス及び設備の承認に関する以下の要求事項（出荷許可の方法

を含む。） 

(a) 法令、基準、規格、仕様、図面、プロセス要求事項等の技術文書の引用 

(b) 当社の承認を必要とする範囲（手順、プロセス等） 

(c) 適用する法令、基準、規格等への適合性及び技術的な妥当性等を保証するため

に必要な要求事項 

(d) グレード分け（添付1「当社におけるグレード分けの考え方」参照）に応じた性

能、機能、設計のインターフェイス、材料・部品、製作、据付、検査・試験、洗

浄、保管、取扱い、梱包、運転上の要求事項等の要求の範囲・程度 

(e) 主要部材の品名・仕様（寸法・材質等）、数量 

(f) 部材の保存に関する要求事項 

(g) 検査・試験に関する要求事項 

(h) 特殊な装置等を取り扱う場合、装置等を安全かつ適正に使用するために必要な

設備の機能・取扱方法 

(i) 設備が安全かつ適正に機能するために必要な運転操作、並びに保守及び保管に

おける注意・考慮すべき事項 

d. 要員の適格性確認に関する要求事項 

e. 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

(a) 当社が要求する品質マネジメントシステム規格※ 

※：ISO9001を基本とし、設工認品質管理計画及び保安規定の要求事項及びIAEA基
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準の特徴、並びにキャスク問題等の不適合反映の要求事項を考慮した、原子

力発電所の保修等に係る品質マネジメントシステム仕様をいう。 

(b) 文書・記録に関する要求事項 

(c) 外注先使用時における要求事項 

f. 特殊工程等に関する要求事項 

g. 秘密情報の範囲 

h. 不適合の報告及び不適合の処理に関する要求事項 

i. 健全な安全文化を育成し及び維持するために必要な要求事項 

j. 調達製品を当社に引き渡す場合における調達要求事項への適合の証拠となる記録

の提出に関する要求事項 

k. 製品の引渡し後における製品の維持又は運用に必要な保安に係る技術情報の提供

及びそれらを他の原子炉設置者と共有する場合に必要な措置に関する要求事項 

l. 解析業務に関する要求事項（解析委託の管理については、添付3「設工認における

解析管理について」参照） 

m. 悪天候における屋外機材の安全確保措置 

n. 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

o. 調達を担当する箇所の長が供給先で検査を行う際に原子力規制委員会の職員が同

行して工場等の施設に立ち入る場合があることに関する事項 

 

(2) 調達製品の管理 

調達を主管する箇所の長は、当社が仕様書で要求した製品が確実に納品される

よう調達製品が納入されるまでの間、｢施設管理通達｣、「原子力部門における調

達管理通達」及び「原子燃料サイクル通達」に従い、業務の実施に当たって必要

な図書（添付1「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表1(1/2)」に示すA

クラス及びBクラス、「別表1(2/2)」に示すSA常設、及び「別表4」に示す業務委

託のグレードⅠ、作業計画書等）を供給者に提出させ、それを審査し確認する等

の製品に応じた必要な管理を実施する。 

 

(3) 調達製品の検証 

調達を主管する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を満たしていることを確

実にするために、グレード分けの区分、調達数量、調達内容等を考慮した調達製

品の検証を行う。 

なお、供給者先で検証を実施する場合、あらかじめ仕様書で検証の要領及び調

達製品のリリースの方法を明確にした上で、検証を行う。 
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また、調達を主管する箇所の長は、調達製品が調達要求事項を満たしているこ

とを確認するために実施する検証を、以下のいずれか1つ以上の方法により実施す

る。 

 

a. 検査・試験 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、｢検査･試験通達｣に基

づき工場又は発電所で検査・試験を実施する。 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、検査・試験のうち、

当社が立会又は記録確認を行う検査・試験に関して、以下の項目のうち必要な項

目を含む要領書を供給者に提出させ、それを事前に審査し、承認した上で、その

要領書に基づく検査・試験を実施する。 

・対象機器名（品名） 

・検査・試験項目 

・適用法令、基準、規格 

・検査・試験装置仕様 

・検査・試験の方法、手順、記録項目 

・品質管理員における作業記録、作業実施状況、検査データの確認時期、頻度 

・準備内容及び復旧内容の整合性 

・判定基準 

・検査・試験成績書の様式 

・測定機器、試験装置の校正 

・検査員の資格 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、設工認に基づく使用

前事業者検査として必要な検査・試験を適合性確認対象設備ごとに実施又は計画

し、設備のグレード分けの区分に応じて管理の程度を決めたのち、「3.5.5  使用

前事業者検査の実施」に基づき実施する。 

なお、添付1「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表1(2/2)」に示すSA

可搬（購入のみ）については、当社にて機能・性能の確認をするための検査・試

験を実施する。 

b. 受入検査の実施 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、製品の受入れに当た

り、受入検査を実施し、現品及び記録の確認を行う。 

c. 記録の確認 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、工事記録等調達した
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役務の実施状況を確認できる書類により検証を行う。 

d. 報告書の確認 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、調達した役務に関す

る実施結果を取りまとめた報告書の内容を確認することにより検証を行う。 

e. 作業中のコミュニケーション等 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、調達した役務の実施

中に、適宜コミュニケーションを実施すること及び立会等を実施することにより

検証を行う。 

f. 請負会社他品質監査（「3.6.4  請負会社他品質監査」参照） 

 

3.6.4  請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及び健全な安

全文化を育成し維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていることを確

認するために、請負会社他品質監査を実施する。 

（請負会社他品質監査を実施する場合の例） 

・設備：添付1「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表3」に示すAクラ

ス、Bクラス及びCクラスのうち設工認申請等の対象設備並びにSA常設

に該当する場合（原則として3年に1回の頻度で実施） 

・役務：過去3年以内に監査実績がない供給者で、添付1「当社におけるグレー

ド分けの考え方」の「別表4」に示すグレードⅠに該当する場合 

また、供給者の発注先（以下「外注先」という。）について、以下に該当する場

合は、直接外注先の監査を行う。 

・供給者が実施した外注先に対する品質監査、又は更に外注先が実施した外注

又は下請会社の品質マネジメントシステム状況が不十分と判断した場合 

・トラブル等で必要と認めた場合 

 

3.6.5  設工認における調達管理の特例 

設工認の対象となる適合性確認対象設備は、「3.6  設工認における調達管理の方

法」を以下のとおり適用する。 

 

(1) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち、既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証

段階の適合性確認対象設備は、「3.6.1  供給者の技術的評価」から「3.6.3(2) 調

達製品の管理」まで、調達当時のグレード分けの考え方（添付1「当社におけるグレ



 

 

- T1-添48-38 - 

ード分けの考え方」参照）で管理を完了しているため、「3.6.3(3) 調達製品の検証」

以降の管理を設工認に基づき管理する。 

 

(2) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち、既に工事を着手し工事を継続している適合性確

認対象設備は、「3.6.1  供給者の技術的評価」から「3.6.3 (1) 仕様書の作成」ま

で、調達当時のグレード分けの考え方（添付1「当社におけるグレード分けの考え方」

参照）で管理を完了しているため、「3.6.3(2) 調達製品の管理」以降の管理を設工

認に基づき管理する。 

 

3.7  記録、識別管理、トレーサビリティ 

3.7.1  文書及び記録の管理 

(1) 適合性確認対象設備の設計、工事及び検査に係る文書及び記録 

「3.1  設計、工事及び検査に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む。）」の第3.1-1表に示す各プロセスを主管する箇所の長は、設計、工事及び検

査に係る文書及び記録を、保安規定品質マネジメントシステム計画に示す規定文

書に基づき作成し、これらを「原子力部門における文書・記録管理通達」に基づ

き管理する。 

設工認に係る主な記録の品質マネジメントシステム上の位置付けを第3.7-1表に

示すとともに、技術基準規則等ヘの適合性を確保するための活動に用いる文書及

び記録を第3.7-1図に示す。 

 

(2) 供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計、工事及び検査に用いる場

合の管理 

設工認において供給者が所有する当社の管理下にない設計図書を設計、工事及

び検査に用いる場合、当社が供給者評価等により品質マネジメントシステム体制

を確認した供給者で、かつ、対象設備の設計を実施した供給者が所有する設計当

時から現在に至るまでの品質が確認された設計図書を、当該設備として識別が可

能な場合において、適用可能な設計図書として扱う。 

この供給者が所有する設計図書は、当社の文書管理下で第3.7-1表に示す記録と

して管理する。 

当該設備に関する設計図書がない場合で、代替可能な設計図書が存在する場合、

供給者の品質マネジメントシステム体制を確認して当該設計図書の設計当時から

現在に至るまでの品質を確認し、設工認に対する適合性を保証するための設計図
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書として用いる。 

 

(3) 使用前事業者検査に用いる文書及び記録 

検査を担当する箇所の長は、使用前事業者検査として、記録確認検査を実施す

る場合、第3.7-1表に示す記録を用いて実施する。 

なお、適合性確認対象設備のうち、既に工事を着手し設工認申請（届出）時点

で工事を継続している設備、並びに添付1「当社におけるグレード分けの考え方」

の「別表1(2/2)」に示すSA可搬（購入のみ）の設備に対して記録確認検査を実施

する場合は、検査に用いる文書及び記録の内容が、使用前事業者検査時の適合性

確認対象設備の状態を示すものであること（型番の照合、確認できる記載内容の

照合又は作成当時のプロセスが適切であること。）を確認することにより、使用

前事業者検査に用いる記録として利用する。 
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第3.7-1表  記録の品質マネジメントシステム上の位置付け 

主な記録の種類 品質マネジメントシステム上の位置付け 

承認申請図書、決定図書 

設備の工事中の図書であり、このうち図面等の最新版の維持が

必要な図書においては、工事完了後に完成図書として管理する

図書 

完成図書 
品質マネジメントシステム体制下で作成され、建設当時から設

備の改造等に併せて最新版に管理している図書 

既工認 

設置又は改造当時の工事計画書の認可を受けた図書で、当該設

工認に基づく使用前検査の合格を以って、その設備の状態を示

す図書 

設計記録 
作成当時の適合性確認対象設備の設計内容が確認できる記録

（自社解析の記録を含む。） 

委託報告書 
品質マネジメントシステム体制下の調達管理を通じて行われ

た、業務委託の結果の記録（解析結果を含む。） 

供給者から入手した文書・

記録 

供給者を通じて入手した、供給者所有の設計図書、製作図書、

検査記録、ミルシート等 

製品仕様書又は仕様が確認

できるカタログ等 

供給者が発行した製品仕様書又は仕様が確認できるカタログ等

で、設計に関する事項が確認できる図書 

現場確認結果 

（ウォークダウン） 

品質マネジメントシステム体制下で確認手順書を作成し、その

手順書に基づき現場の適合状態を確認した記録 
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第3.7-1図  設計、工事及び検査に係る品質マネジメントシステムに関する文書体系 

「適合性確認検査実施要領」(3.4.3(1))を含む。

「適合性確認検査要領書」(3.4.5(1))を含む。

設備図書

設計

記録

文書

記録

文書 設計・開発通達原子力発電の安全に係る品質保証規程

基本方針

社内標準

業務決定文書

その他業務に必要な文書

原子力部門における調達管理通達

仕様書

実施方針

社内標準

業務決定文書

その他業務に必要な文書

原子力発電の安全に係る品質保証規程 検査・試験通達

社内検査要領書

工事及び検査

文書及び記録の体系 あらかじめ確立された文書 業務実施時期に作成される主な文書及び記録

内部文書

外部文書

実施りん議

コメント処理表

品質保証計画書

施設管理通達

原子力部門における調達管理通達

外部文書

検査・試験要領書（工場、現地）

作業計画書

内部文書

技術図書送り状兼異議申立期限日設定依頼表

コメント処理表

検査・試験に関する記録

総括報告書

検査成績書

その他、第3.7－1表に挙げる記録

※：

設計資料

設計資料

完成図書

受入検査記録

設備図書

承認申請図書

決定図書

その他、第3.7－1表に挙げる記録

委託報告書

※２：

※３：

（※２）

（※１）

（※３）

原子燃料サイクル通達

原子燃料サイクル通達

（※）

「美浜３号機、高浜１，２，３，４号機及び大飯３，４号機

適合性確認対象設備の新検査制度への適合性確認について」（3.3）を含む。



 

 

- T1-添48-42 - 

3.7.2  識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 計量器の管理 

a. 当社所有の計量器の管理 

(a) 校正・検証 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、校正の周期を定め

管理するとともに、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らし

て校正若しくは検証又はその両方を行う。 

なお、そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を

記録する。 

 

(b) 識別管理 

ｲ. 計量器管理台帳による識別 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、校正の状態を明

確にするため、計量器管理台帳に、校正日及び校正頻度を記載し、有効期限

内であることを識別する。 

なお、計量器が故障等で使用できない場合、使用禁止を計量器管理台帳に

記載するとともに、修理等で使用可能となれば、使用禁止から校正日へ記載

を変更することで、使用可能であることを明確にする。 

ﾛ. 有効期限表示ラベルによる識別 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、計量器の校正の

状態を明確にするため、有効期限表示ラベルに必要事項を記載し、計量器の

目立ちやすいところに貼り付けて識別する。 

 

b. 当社所有以外の計量器の管理 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、供給者所有の計量器

を使用する場合、計量器の管理が適正に行われていることを確認する。 

 

(2) 機器、弁及び配管等の管理 

工事を主管する箇所の長は、機器、弁、配管等を、刻印、タグ、銘板、台帳、塗

装表示等にて管理する。 

 

3.8  不適合管理 

設工認に基づく設計、工事及び試験・検査において発生した不適合については「不適

合管理および是正処置通達」に基づき処置を行う。 



 

 

- T1-添48-43 - 

4. 適合性確認対象設備の施設管理 

適合性確認対象設備の工事は、「施設管理通達」の「保全計画の策定」の中の「補修、取

替および改造計画の策定」として、施設管理に係る業務プロセスに基づき業務を実施してい

る。また、特定重大事故等対処施設に関わる秘匿性を保持する必要がある情報については、

3.(1)、(2)に示す「秘密情報の管理」及び「セキュリティの観点から非公開とすべき情報の

管理」を実施している。 

施設管理に係る業務のプロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連を第4-1図に示

す。 

 

4.1  使用開始前の適合性確認対象設備の保全 

工事又は検査を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備の保全を、以下のとおり実

施する。 

 

4.1.1  工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

工事を着手し、設置が完了している常設又は可搬の設備は、巡視点検又は日常の

保守点検（月次の外観点検、動作確認等）の計画を定め、設備の状態を点検し、異

常のないことを確認する。 

 

4.1.2  設工認の認可後に工事を着手し設置が完了している常設又は可搬の設備 

設工認の認可後に工事を着手し、設置が完了している常設又は可搬の設備は、巡

視点検又は日常の保守点検（月次の外観点検、動作確認等）の計画を定め、設備の

状態を点検し、異常のないことを確認する。 

 

4.2  使用開始後の適合性確認対象設備の保全 

工事を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備について、技術基準規則への適合性を

使用前事業者検査を実施することにより確認し、適合性確認対象設備の使用開始後においては、

施設管理に係る業務プロセスに基づき保全重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施するこ

とにより、適合性を維持する。 
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第4-1図  施設管理に係る業務プロセスと品質マネジメントシステムの文書との関連 

教育・訓練

保全活動管理指標の設定
及び監視計画の策定

保全活動管理指標の監視

保全計画の策定

保全の実施

点検・補修等の結果の
確認・評価

点検・補修等の不適合管理、
是正処置及び未然防止処置

保全の有効性評価

施設管理の有効性評価

保全重要度の設定

保全対象範囲の策定

施設管理の実施方針
及び施設管理目標

原子力発電の安全に

係る品質保証規程

業務の計画及び実施

評価及び改善

資源の運用管理

文書・記録管理

品質マネジメントシステム

・グレード分け通達

・安全管理通達
（高経年化技術評価）

・設計・開発通達

・原子力部門における

調達管理通達
・監視機器・測定機器

管理通達

・原子力発電の安全に

係る品質保証規程

・品質目標通達

・検査・試験通達

・不適合管理および
是正処置通達

・未然防止処置通達

・教育・訓練通達

・原子力部門における

文書・記録管理通達

経営者の責任

（施設管理の実施方針）

（施設管理目標）

（施設管理に係る業務プロセス）
施設管理通達

Ｐ

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｃ Ａ

Ｃ Ａ

Ｄ

Ｐ

Ｄ

（保全に係る業務プロセス）

:JEAC4209-2007 MC-4「保守管理」の【解説4】に示す3つのPDCAサイクルに相当する。
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様式－1 本設工認に係る設計の実績、工事及び検査の計画（例） 
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本

設
計

方
針

の
作

成
（

設
計

1）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.3

.3
(2

)
 

適
合

性
確

認
対

象
設

備
の

各
条

文
へ

の
適

合

性
を

確
保

す
る

た
め

の
設

計
（

設
計

2
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.3

.3
(3

)
 

設
計

の
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
に

対
す

る
検

証
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.3

.3
(4

)
 

設
工

認
申

請
（

届
出

）
書

の
作

成
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.3

.3
(5

)
 

設
工

認
申

請
（

届
出

）
書

の
承

認
 

 
 

 
 

 
 

 
 

工 事 及 び 検 査 

3
.4

.1
 

設
工

認
に

基
づ

く
具

体
的

な
設

備
の

設
計

の

実
施

（
設

計
3
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.4

.2
 

具
体

的
な

設
備

の
設

計
に

基
づ

く
工

事
の

実

施
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.5

.2
 

使
用

前
事

業
者

検
査

の
計

画
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.5

.3
 

検
査

計
画

の
管

理
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.5

.4
 

主
要

な
耐

圧
部

の
溶

接
部

に
係

る
使

用
前

事

業
者

検
査

の
管

理
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.5

.5
 

使
用

前
事

業
者

検
査

の
実

施
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.7

.2
 

識
別

管
理

及
び

ト
レ

ー
サ

ビ
リ

テ
ィ
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様式－2(1/2) 設備リスト（例）（設計基準対象施設）  
様

式
－

2
(
1
/
2
)
 

設
備

リ
ス

ト
（

例
）

（
設

計
基

準
対

象
施

設
）

 
表

題
は

、
リ

ス
ト

作
成

時
に

具
体

的
な

名
称

に
書

き
換

え
る

。
 

網
掛

け
欄

は
記

載
設

備
に

応
じ

て
記

載
す

る
。

 

設
置

許
可

／
技

術
基

準
規

則

設
置

許
可

基
準

規
則

及
び

解
釈

技
術

基
準

規
則

及
び

解
釈

必
要

な
機

能
等

設
備

等
設

備 ／
運

用

既
設 ／

新
設

要
求

事
項

に
対

し
て

必
須

の
設

備
、

運
用

か
（
○

、
×

）

実
用

炉
規

則
 別

表
第

二
の

記
載

対
象

設
備

か
（
○

、
×

）

既
工

認
に

記
載

が
さ

れ
て

い
な

い
か

（
○

、
×

）

必
要

な
対

策
が

(a
),
(b

),
(c

)※
の

う
ち

、
ど

こ
に

対
応

す
る

か

実
用

炉
規

則
別

表
第

二
に

関
連

す
る

施
設

・
設

備
区

分

設
置

変
更

許
可

申
請

書
添

付
書

類
八

主
要

設
備

記
載

有
無

備
考

※
：
(a

)、
(b

)及
び

(c
)が

示
す

分
類

は
以

下
の

と
お

り
。

(a
)：

適
合

性
確

認
対

象
設

備
の

う
ち

認
可

済
み

又
は

届
出

済
み

の
設

工
認

に
記

載
さ

れ
て

い
な

い
設

備

(b
)：

適
合

性
確

認
対

象
設

備
の

う
ち

認
可

済
み

又
は

届
出

済
み

の
設

工
認

に
記

載
さ

れ
て

い
る

設
備

(c
)：

適
合

性
確

認
対

象
外

の
設

備
（
自

主
設

置
設

備
等

）
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様式－2(2/2) 設備リスト（例）（重大事故等対処設備） 

 

様
式

－
2
(
2
/
2
)
 

設
備

リ
ス

ト
（

例
）

（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
 

表
題

は
、

リ
ス

ト
作

成
時

に
具

体
的

な
名

称
に

書
き

換
え

る
。

 
網

掛
け

欄
は

記
載

設
備

に
応

じ
て

記
載

す
る

。
 

既
設

新
設

常
設

可
搬

実
用

炉
規

則
別

表
第

ニ
の

記
載

対
象

設
備

か
？

対
象

　
：

○
対

象
外

：
×

既
工

認
に

記
載

さ
れ

て
い

る
か

？

記
載

有
：

○
記

載
無

：
×

使
用

目
的

が
D

B
E
と

異
な

る
か

？

異
な

る
：

○
同

じ
　

：
×

使
用

条
件

が
D

B
E
と

異
な

る
か

？

異
な

る
：

○
同

じ
　

：
×

重
大

事
故

ク
ラ

ス
が

D
B

E
と

異
な

る
か

？

異
な

る
：

○
同

じ
　

：
×

系
統

設
置

許
可

基
準

規
則

／
技

術
基

準
規

則
　

条
文

技
術

基
準

規
則

及
び

解
釈

設
備

（
既

設
＋

新
設

）

添 付 八 設 備

仕 様 記 載

設
備

種
別

設
備 o
r

運
用

設
備

：
○

運
用

：
×

詳
細

設
計

に
関

す
る

事
項

フ
ロ

ー
に

よ
る

分
類

※
実

用
炉

規
則

別
表

第
二

に
関

連
す

る
施

設
・
設

備
区

分

今
後

の
設

工
認

記
載

分
類

案
○

：
要

目
＋

基
本

設
計

方
針

＋
　

　
関

連
添

付
△

：
基

本
設

計
方

針

④
：
実

用
炉

規
則

別
表

第
二

の
記

載
要

求
事

項
の

う
ち

要
目

表
に

該
当

し
な

い
設

工
認

認
可

対
象

設
備

（
基

本
設

計
方

針
の

み
に

記
載

）

③
：
既

設
の

う
ち

使
用

目
的

変
更

・
使

用
条

件
変

更
・
機

器
ク

ラ
ス

ア
ッ

プ
の

い
ず

れ
も

伴
わ

な
い

設
工

認
認

可
対

象
（
要

目
表

に
記

載
）

②
：
既

設
の

う
ち

使
用

目
的

変
更

・
使

用
条

件
変

更
・
機

器
ク

ラ
ス

ア
ッ

プ
の

い
ず

れ
か

を
伴

う
設

工
認

認
可

対
象

（
要

目
表

に
記

載
）

①
：
新

設
の

設
工

認
認

可
対

象
（
要

目
表

に
記

載
）

※
：
①

、
②

、
③

及
び

④
が

示
す

分
類

は
以

下
の

と
お

り
。
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様式－3 

 

 

様式－3 技術基準規則の各条文と各施設における適用要否の考え方（例） 

 
技術基準規則 

第○○条（○○○○○） 

条文の分類 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則の解釈 

  

対象施設 

適用要否 

判断 

(○□△) 

理由 備考 

原子炉本体    

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設    

原子炉冷却系統施設    

計測制御系統施設    

放射性廃棄物の廃棄施設    

放射線管理施設    

原子炉格納施設    

そ
の
他
発
電
用
原
子
炉
の
附
属
施
設 

非常用電源設備    

常用電源設備    

補助ボイラー    

火災防護設備    

浸水防護施設    

補機駆動用燃料設備    

非常用取水設備    

敷地内土木構造物    

緊急時対策所    

第7、13条への対応に必要となる施設

（原子炉冷却系統施設） 
   

【記号説明】 ○：条文要求に追加・変更がある。又は追加設備がある。 

□：保安規定等にて維持・管理が必要な追加設備がある。 

△：条文要求に追加・変更がなく、追加設備もない。 
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様式－4(1/2) 施設と条文の対比一覧表（例）（設計基準対象施設）  
様

式
－

4
(
1
/
2
)
 

施
設

と
条

文
の

対
比

一
覧

表
（

例
）

（
設

計
基

準
対

象
施

設
）

 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

適
用

範
囲

定
義

特
殊 な

設
計

地
盤

地
震

津
波

外
部

衝
撃

立
ち

入
り

防
止

不
法

侵
入

急
傾

斜 地
火

災
溢

水
避

難
通

路
安

全
設

備

設
計

基
準

対
象

施
設

全
交

流
電

源
喪

失

材
料

構
造

破
壊 の

防
止

流
体

振
動

安
全 弁

耐
圧

試
験

監
視

試
験 片

炉
心 等

熱
遮

蔽 材

一
次

冷
却 材

燃
料

取
扱

設
備

バ
ウ

ン
ダ リ

バ
ウ

ン
ダ リ

隔
離

装
置

一
次

冷
却 材

処
理

装
置

逆 止
め

弁

蒸
気

タ
ー

ビ
ン

非
常 用

炉
心

冷
却

設
備

循
環

設
備

計
測

装
置

安
全

保
護

装
置

反
応 度

制
御

制
御 棒

原
子 炉

制
御 室

廃
棄 物

処
理

設
備

廃
棄 物

貯
蔵

設
備

汚
染 の

防
止

生
体

遮
蔽

換
気

設
備

原
子 炉

格
納

施
設

保
安

電
源

設
備

緊
急 時

対
策 所

警
報

装
置 等

準
用

―
―

―
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
共

通
個

別
共

通
共

通
個

別
共

通
共

通
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
共

通
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
共

通
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
個

別
共

通

非
常

用
電

源
設

備

常
用

電
源

設
備

補
助

ボ
イ

ラ
ー

火
災

防
護

設
備

浸
水

防
護

施
設

補
機

駆
動

用
燃

料
設

備

非
常

用
取

水
設

備

敷
地

内
土

木
構

造
物

緊
急

時
対

策
所

【
記

号
説

明
】

○
：
条

文
要

求
に

追
加

・
変

更
が

あ
る

。
又

は
追

加
設

備
が

あ
る

。
△

：
条

文
要

求
に

追
加

・
変

更
が

な
く

、
追

加
設

備
も

な
い

。

－
：
条

文
要

求
を

受
け

る
設

備
が

な
い

。
□

：
保

安
規

定
等

に
て

維
持

・
管

理
が

必
要

な
追

加
設

備
が

あ
る

。

原
子

炉
格

納
施

設

そ の 他 発 電 用 原 子 炉 の 附 属 施 設

第
7
、

1
3
条

へ
の

対
応

に
必

要
と

な
る

施
設

(原
子

炉
冷

却
系

統
施

設
)

原
子

炉
本

体

核
燃

料
物

質
の

取
扱

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設

計
測

制
御

系
統

施
設

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設

放
射

線
管

理
施

設

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

類

原
子

炉
施

設
の

種
類

設
計

基
準

対
象

施
設

総
則

条
文
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様式－4(2/2) 施設と条文の対比一覧表（例）（重大事故等対処設備）  
様

式
－

4
(
2
/
2
)
 

施
設

と
条

文
の

対
比

一
覧

表
（

例
）

（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
 

49
5
0

5
1

5
2

53
54

5
5

5
6

5
7

58
59

6
0

6
1

6
2

63
64

6
5

6
6

67
68

69
7
0

7
1

72
73

7
4

7
5

7
6

77
78

地
盤

地
震

津
波

火
災

特
重

設
備

重
大

事
故

等
対

処
設

備

材
料

構
造

破
壊

の
防

止
安

全
弁

耐
圧

試
験

未
臨

界
高

圧
時

の
冷

却

バ
ウ

ン
ダ

リ
の

減
圧

低
圧

時
の

冷
却

最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

Ｃ
Ｖ

冷
却

Ｃ
Ｖ

過
圧

破
損

防
止

下
部

溶
融

炉
心

冷
却

Ｃ
Ｖ

水
素

爆
発

原
子

炉
建

屋
水

素
爆

発

Ｓ
Ｆ
Ｐ

冷
却

拡
散

抑
制

水
の

供
給

電
源

設
備

計
装

設
備

原
子

炉
制

御
室

監
視

測
定

設
備

緊
急

時
対

策
所

通
信

準
用

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

共
通

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

個
別

共
通

非
常

用
電

源
設

備

常
用

電
源

設
備

補
助

ボ
イ

ラ
ー

火
災

防
護

設
備

浸
水

防
護

施
設

補
機

駆
動

用
燃

料
設

備

非
常

用
取

水
設

備

敷
地

内
土

木
構

造
物

緊
急

時
対

策
所

【
記

号
説

明
】

○
：
条

文
要

求
に

追
加

・
変

更
が

あ
る

。
又

は
追

加
設

備
が

あ
る

。
△

：
条

文
要

求
に

追
加

・
変

更
が

な
く
、

追
加

設
備

も
な

い
。

－
：
条

文
要

求
を

受
け

る
設

備
が

な
い

。
□

：
保

安
規

定
等

に
て

維
持

・
管

理
が

必
要

な
追

加
設

備
が

あ
る

。

重
大

事
故

等
対

処
施

設

原
子

炉
本

体

条
文

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

類
　

　
原

子
炉

施
設

の
種

類

そ の 他 発 電 用 原 子 炉 の 附 属 施 設核
燃

料
物

質
の

取
扱

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

原
子

炉
冷

却
系

統
施

設

計
測

制
御

系
統

施
設

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設

放
射

線
管

理
施

設

原
子

炉
格

納
施

設
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様式－5 設工認添付書類星取表（例）  

設
工

認
添

付
書

類
星

取
表

（
例

）
 

様
式

－
5
 

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
種

類
設

備
区

分
機

器
区

分
様

式
－

2
様

式
－

4
主

登
録

兼
用

登
録

設
計

基
準

対
象

施
設

（
Ｄ

Ｂ
）

○
○

発
電

所
○

○
号

機
　

申
請

対
象

設
備

申
請

区
分

備
考

【
設

備
区

分
】

設
備

区
分

に
つ

い
て

は
、

「
美

浜
３
号

機
、

高
浜

１
，

２
，

３
，

４
号

機
及

び
大

飯
３
，

４
号

機
適

合
性

確
認

対
象

設
備

の
新

検
査

制
度

へ
の

適
合

性
確

認
に

つ
い

て
」
別

添
3
参

照

【
機

器
ク

ラ
ス

】
機

器
ク

ラ
ス

に
つ

い
て

は
、

「
美

浜
３
号

機
、

高
浜

１
，

２
，

３
，

４
号

機
及

び
大

飯
３
，

４
号

機
適

合
性

確
認

対
象

設
備

の
新

検
査

制
度

へ
の

適
合

性
確

認
に

つ
い

て
」
別

添
3
参

照

【
申

請
区

分
】

S
-
1
：
S
A

新
設

（
既

設
の

新
規

登
録

含
む

）
S
-
2
：
D

B
の

S
A

使
用

（
条

件
変

更
な

し
）

S
-
3
：
S
A

既
設

条
件

ア
ッ

プ
S
-
4
：
S
A

既
設

ク
ラ

ス
ア

ッ
プ

S
-
5
：
S
A

既
設

使
用

目
的

変
更

S
-
6
：
基

本
設

計
方

針
S
-
7
：
S
A

別
表

追
加

等

設
備

区
分

（
当

該
設

備
）

設
備

共
通

申
請

区
分

【
耐

震
重

要
度

分
類

】
※

耐
震

重
要

度
分

類
に

つ
い

て
は

、
「
美

浜
３
号

機
、

高
浜

１
，

２
，

３
，

４
号

機
及

び
大

飯
３
，

４
号

機
　

適
合

性
確

認
対

象
設

備
の

新
検

査
制

度
へ

の
適

合
性

確
認

に
つ

い
て

」
別

添
3
参

照

【
機

器
ク

ラ
ス

】
※

機
器

ク
ラ

ス
に

つ
い

て
は

、
「
美

浜
３
号

機
、

高
浜

１
，

２
，

３
，

４
号

機
及

び
大

飯
３
，

４
号

機
　

適
合

性
確

認
対

象
設

備
の

新
検

査
制

度
へ

の
適

合
性

確
認

に
つ

い
て

」
別

添
3
参

照
　 ※

運
用

及
び

可
搬

型
の

S
A

設
備

に
つ

い
て

は
　

 斜
線

と
す

る
。

【
申

請
区

分
】

D
-
1
：
耐

震
基

準
変

更
　

　
　

(耐
震

S
ク

ラ
ス

)
　

　
　

(B
,C

ク
ラ

ス
の

S
ク

ラ
ス

へ
の

波
及

的
影

響
)

　
　

　
(共

振
の

お
そ

れ
の

あ
る

耐
震

B
ク

ラ
ス

設
備

)
D

-
2
：
R
C

P
B
範

囲
拡

大
D

-
3
：
基

準
変

更
・
追

加
又

は
別

表
変

更
・
追

加
D

-
4
：
別

表
該

当
な

し
D

-
5
：
記

載
の

適
正

化
D

-
6
：
使

用
前

検
査

未
完

了
分

「
◎

」
：
申

請
対

象
（
新

規
）

「
○

」
：
申

請
対

象
（
既

工
認

登
録

済
み

）

「
□

」
：
申

請
対

象
（
既

工
認

登
録

な
し

）

「
△

」
：
記

載
の

適
正

化

「
×

」
：
無

◇
◇

施
設

基
本

設
計

方
針

機
器

ク
ラ

ス

（
当

該
設

備
）

要
目

表

重
大

事
故

等
対

処
設

備
（
Ｓ

Ａ
）

別
表

第
二

　
添

付
書

類
【
記

号
の

定
義

】
○

：
有

　
　

△
：
既

工
認

読
込

●
o
r▲

：
主

登
録

側
で

整
理

さ
れ

る
も

の
■

：
他

号
機

に
て

作
成

　
　

－
：
無

機
器

ク
ラ

ス

（
当

該
設

備
）

別
表

第
二

兼
用

す
る

場
合

の

施
設

・
設

備
区

分

機
器

名

耐
震

重
要

度
分

類

（
当

該
設

備
）

関
連

条
文
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様式－6 

 

様式－6 各条文の設計の考え方（例） 
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様式－7 要求事項との対比表（例）  

要
求

事
項

と
の

対
比

表
（

例
）

 

様
式

－
7
 

技
術

基
準

規
則

設
工

認
申

請
書

　
基

本
設

計
方

針
設

置
許

可
申

請
書

　
本
文

設
置

許
可

申
請

書
　
添

付
資

料
八

備
　

考
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様式－8 基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表（例） 

基
準

適
合

性
を

確
保

す
る

た
め

の
設

計
結

果
と

適
合

性
確

認
状

況
一

覧
表

（
例

）
 

様
式

－
8
 

○
○

条

項
目

番
号

基
本

設
計

方
針

要
求

種
別

設
備

区
分

機
器

区
分

関
連

条
文

設
備

名
称

設
工

認
設

計
結

果
(上

：
要

目
表

/
設

計
方

針
)

(下
：
記

録
等

)

設
備

の
具

体
的

設
計

結
果

(上
：
設

計
結

果
)

(下
：
記

録
等

)
確

認
方

法
設

工
認

設
計

結
果

(上
：
要

目
表

/
設

計
方

針
)

(下
：
記

録
等

)

設
備

の
具

体
的

設
計

結
果

(上
：
設

計
結

果
)

(下
：
記

録
等

)
確

認
方

法

技
術

基
準

要
求

設
備

（
要

目
表

と
し

て
記

載
要

求
の

な
い

設
備

)

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
種

類
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様式－9 適合性確認対象設備ごとの調達に係る管理のグレード及び実績（設備関係）（例） 
様

式
－

9
 

適
合

性
確

認
対

象
設

備
ご

と
の

調
達

に
係

る
管

理
の

グ
レ

ー
ド

及
び

実
績

（
設

備
関

係
）

（
例

）
 

工
事

の
区

分

工
事

等
含

む
購

入
の

み

※
：

「
業

務
区
分

Ⅰ
～

Ⅲ
」

と
は

添
付

1「
当

社
に

お
け

る
グ

レ
ー

ド
分

け
の

考
え

方
」
の
「

1
.2

(1
)～

(
3)

」
を

い
う

。

施
設

区
分

／
設

備
区
分

／
機

器
区

分
名

　
　
称

備
　

　
考

A
、

B
ク

ラ
ス

C
ク

ラ
ス

S
A

常
設

S
A可

搬

グ
レ

ー
ド

の
区

分
該

当
す

る
業

務
区

分
※

保 安 規 定 品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム 計

画 「 7 . 3   設 計 ・ 開 発 」 の 適 用

業 務 区 分 Ⅰ

業 務 区 分 Ⅱ

業 務 区 分 Ⅲ
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添付1 

 

添付 1 当社におけるグレード分けの考え方 

 

当社では業務の実施に際し、原子力安全に及ぼす影響に応じて、グレード分けの考え方を適用

している。 

設計管理（保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3  設計・開発」）及び調達管理（保

安規定品質マネジメントシステム計画「7.4  調達」）に係るグレード分けについては以下のと

おりである。 

なお、平成25年7月に施行された新規制基準を見据えて、平成25年3月に重大事故等対処設備に

対する重要度の考え方を策定し運用を開始した。（別表1(2/2)参照） 

 

1. 当社におけるグレード分けの考え方と適用 

設計・調達の管理に係るグレード分けの考え方とその適用については、以下のとおりであ

る。 

 

1.1  設備の設計・調達の管理に係るグレード分けの考え方 

当社における設備の設計・調達の管理に係るグレード分けの考え方は、「グレード分

け通達」に規定しており、その内容を別表1(1/2)～(2/2)に示す。 

なお、解析単独の調達の場合については、役務の調達として管理し、供給者に対する

品質マネジメントシステム上の要求事項にグレード分けを適用している。 

 

1.2  設備の設計・調達の各段階におけるグレードの適用 

設備の設計・調達の各段階において「施設管理通達」、「設計・開発通達」、「原子

力部門における調達管理通達」、「検査・試験通達」及び「原子燃料サイクル通達」並

びに業務決定文書「シビアアクシデント対策設備に係る品質管理活動および保全活動の

基本的な考え方」に基づき、別表1(1/2)～(2/2)のグレードに応じた品質保証活動を適用

しており、その内容を別表2に示す。 

また、設備の設計・調達の業務の流れを、別表2に基づき以下の3つに区分する。 

 

(1) 業務区分Ⅰ 

Aクラス、Bクラス、Cクラス又はSA常設のうち設計・開発を適用する場合を対象と

し、その業務の流れを別図1(1/3)に示す。 

(2) 業務区分Ⅱ 
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Aクラス、Bクラス、Cクラス又はSA常設のうち設計・開発を適用しない場合並びに

SA可搬（工事等含む。）を対象とし、その業務の流れを別図1(2/3)に示す。 

(3) 業務区分Ⅲ 

SA可搬（購入のみ）を対象とし、その業務の流れを別図1(3/3)に示す。 

 

1.3  調達要求事項と検査・試験におけるグレードの適用 

調達要求事項と検査・試験の項目においては、別表1(1/2)～(2/2)のグレードのほか、

工事等の範囲、内容の複雑さ、実績等を勘案の上、品質保証活動を適用しており、その

内容を別表3に示す。 

なお、別表1(1/2)に示すCクラスについては、品質保証計画書の提出を要求しないこと

から、品質マネジメントシステムに関する要求事項は適用していないが、発電用原子炉

設置変更許可申請、設工認申請又は設工認届出の対象となる場合は、検査等が追加され

ることから、品質マネジメントシステムに関する要求事項等を追加している。 

また、SA可搬（購入のみ）については、汎用（市販）品であり、原子力特有の技術仕

様を要求するものではないことから、供給者に対する要求事項は必要なものに限定して

いる。 

なお、具体的な適用は個々の設備により異なることから、仕様書で明確にしている。 

 

1.4  業務委託におけるグレードの適用 

解析業務等を委託する場合には、「原子力事業本部他業務委託取扱要綱」に基づき供

給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項についてグレード分けを適用しており、

その内容を別表4に示す。 

供給者のグレード分けの考え方は、別表1(1/2)～(2/2)のグレード等に応じて、供給者

の品質管理活動を品質保証計画書の提出又は品質監査により確認している。 
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別表1(1/2)  設計・調達の管理に係るグレード分け 

（原子炉施設） 

重要度※ グレードの区分 

次のいずれかに該当する工事 

○クラス1の設備に係る工事 

○クラス2の設備に係る工事 

  ・クラス2の設備のうち、「安全設計審査指針」でいう

「重要度の特に高い安全機能を有する系統」は、クラ

ス1に分類 

○クラス3の設備及びその他の設備のうち、発電への影響度区

分がR3「その故障がプラント稼動にほとんど影響を及ぼさ

ない設備」を除く設備に係る工事 

Aクラス 

又は 

Bクラス 

上記以外の設備に係る工事 Cクラス 

※：上記の「クラス 1～3」は、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関す

る審査指針」のクラス 1～3 であり、発電への影響度区分との関係は以下のとおり。 

 

発電への 

影響度区分 

安全上の機能別重要度区分 

クラス1 クラス2 クラス3 
その他 

PS-1 MS-1 PS-2 MS-2 PS-3 MS-3 

R1 

A 
B 

R2 

R3  C 

R1：その故障により発電停止となる設備 

R2：その故障がプラント運転に重大な影響を及ぼす設備（R1 を除く） 

R3：上記以外でその故障がプラント稼動にほとんど影響を及ぼさない設備 

 

別表1(2/2)  設計・調達の管理に係るグレード分け 

（原子炉施設のうち重大事故等対処施設） 

重要度 グレードの区分 

○特定重大事故等対処施設 

○重大事故等対処設備（常設設備） 
SA常設 

○重大事故等対処設備（可搬設備） 

SA可搬（工事等含む。） 

又は 

SA可搬（購入のみ） 
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別表2  設計・調達の管理に係る各段階とその実施内容 

管理の段階 実施内容 

グレードの区分 

A、B 

クラス 

C 

クラス 

SA 

常設 

SA可搬 

工事等 

含む 

購入 

のみ 

Ⅰ 工事計画 

保安規定品質マネジメントシステ

ム計画「7.1  個別業務に必要な

プロセスの計画」に基づき、工事

の基本となる計画を作成する。

（設計開発計画と兼ねる場合があ

る※1） 

○ ○ ○ ○ ○ 

Ⅱ 

調達要求 

事項作成 

のための 

設計 

保安規定品質マネジメントシステ

ム計画「7.3.1  設計開発計画」

～「7.3.5  設計開発の検証」に

基づき、仕様書作成のための設計

を実施する。 

○※1 ○※1 ○※1 － － 

Ⅲ 調達 

保安規定品質マネジメントシステ

ム計画「7.4  調達」に基づき、

設計・工事及び検査のための仕様

書を作成する。（購入のみの調達

を含む。） 

○ ○ ○ ○ ○ 

Ⅳ 
設備の 

設計 

保安規定品質マネジメントシステ

ム計画「7.3.5  設計開発の検

証」に基づき、詳細設計の確認を

実施する。 

○ ○ ○ ○ － 

Ⅴ 

 

工事及び 

検査 

工事は、保安規定品質マネジメン

トシステム計画「7.1  個別業務

に必要なプロセスの計画」及び

「7.5.1  個別業務の管理」に基

づき管理する。 

また、検査は、保安規定品質マネ

ジメントシステム計画「7.1  個

別 業 務 に 必 要 なプ ロセ ス の 計

画」、「7.3.6  設計開発の妥当

性確認」、「7.5.1  個別業務の

管理」及び「8.2.4  機器等の検

査等」に基づき管理する。 

○ ○ ○ ○※2､3 ○※3 

SA可搬 

（購入のみ） 

に対する 

機能･性能 

確認 

SA可搬（購入のみ）においても、

機能・性能を確認するための検

査・試験を実施する。 

－ － － － ○ 

○：該当あり －：該当なし 

※1：以下の工事における業務は保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3  設計・開発」

を適用し、それ以外の工事の計画は保安規定品質マネジメントシステム計画「7.1  個別

業務に必要なプロセスの計画」を適用している。 
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【保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3  設計・開発」を適用する工事】 

「設計・開発通達」に定めるところの、既設備の原設計を機能的又は構造的

に変更する工事であって、発電用原子炉設置変更許可申請、設工認申請又は設

工認届出を伴う工事のうち、以下のいずれかに該当する工事をいう。 

ただし、当社で過去に実績のある工事は除く。（SA常設の場合は海外での実

績を含む。） 

・A クラス又は B クラスの機器を対象とした工事 

・A クラス又は B クラスの機器に影響を及ぼすおそれのある C クラスの機

器を対象とした工事 

※2：必要な場合は確認を実施する。 

※3：当社による受入検査を含む。 

 

別表3  調達要求事項と検査・試験に係るグレード分け 

グレードの区分 

項目 

A、B 

クラス 

C 

クラス 

SA 

常設 

SA可搬 

工事等 

含む 

購入 

のみ 

調達 

要求 

事項 

機器仕様 ○ ○ ○ ○ ○ 

適用法令等 ○ ○ ○ ○ － 

設計要求事項 ○ ○ ○ ○ － 

材料・製作・据付等 ○ ○ ○ ○ － 

要員の適格性 ○ ○ ○ ○ － 

品質マネジメントシステ

ム要求事項 
○ －※1 ○ － － 

不適合の報告・処理 ○ －※1 ○ ○ － 

安全文化醸成活動 ○ －※1 ○ － － 

調達要求事項適合の記録 ○ ○ ○ ○ － 

調達後の技術情報提供 ○ ○ ○ ○ ○ 

解析業務 ○※2 －※1,※2 ○※2 ○※2 － 

耐震・強度計算等 ○※2 －※1,※2 ○※2 ○※2 － 

検査・ 

試験 

材料検査 ○ ○ ○ －※2 － 

寸法検査 ○ ○ ○ －※2 － 

非破壊検査 ○ ○ ○ －※2 － 

耐圧・漏えい検査 ○ ○ ○ －※2 － 

外観検査 ○ ○ ○ ○ ○ 

性能機能検査 ○ ○ ○ －※2 － 

○：該当あり －：該当なし 

※1：Cクラスのうち、発電用原子炉設置変更許可申請、設工認申請、及び設工認届出の

対象設備並びに使用前事業者検査（溶接）の対象設備に適用する。 

※2：必要に応じ実施する。  
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別表4  業務委託に係るグレード分け 

グレードの 

区分 
内 容 

品質保証 

計画書 
品質監査 

グレードⅠ 

成果が設備･業務に直接反映される委託 

・関連法令に定める「設工認申請（届

出）」及び検査に係る業務 

・重要度分類Aクラス又はBクラスの設備

の設計･評価に係る役務 等 

○ ○ 

グレードⅡ 
成果が設備･業務に直接反映される委託 

・上記以外 
－※ － 

グレードⅢ 成果が設備･業務に直接反映されない委託 － － 

※：業務に従事する要員の必要な力量等を含めた「品質管理事項の説明書」を、供給者

から提出させる。 
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別図 1(1/3)  業務フロー（業務区分Ⅰ）  

当社 供給者
原
子

力

事
業
本

部

発
電
所

供
給
者

Ⅰ

工
事
計

画

◎ ◎ －
設計を主管する箇所の長は、設計の基本となる計画を「基本方針」として作成す
る。

・3.6　設工認における
　　　 調達管理の方法

・基本方針

Ⅱ

調
達
要

求
事
項
作
成
の
た

め
の
設
計

◎ ◎ －

設計を主管する箇所の長は、設計へのインプットとして要求事項を明確にした「実
施方針」を作成し、「実施方針」の承認過程で適切性をレビューする。
また、設計に関与する組織間のインターフェイスを明確にし、効果的なコミュニ
ケーション及び明確な責任の割当てを実施する。

工事を主管する箇所の長は、設計からのアウトプットとして「実施りん議」及び
「仕様書」を作成し、「実施りん議」及び「仕様書」の承認過程でレビューすると
ともに、インプットの要求事項を満たしていることを確実にするために検証を実施
する。

・3.6　設工認における
　　　 調達管理の方法

・実施方針
・実施りん議
・仕様書

Ⅲ
調
達

◎ ◎ ○

工事を主管する箇所の長は、承認された「実施りん議」に添付した「仕様書」に
て、契約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼する。

契約を主管する箇所の長は、登録された供給者（取引先）の中から工事等の要求品
質、価格、規模、納（工）期、技術力、実績等に基づき取引先を選定する。

・3.6.1　供給者の技術的評価
・3.6.2　供給者の選定
・3.6.3　調達製品の調達管理

・実施りん議
・仕様書

Ⅳ

設
備
の

設
計

◎ ◎ ○

工事を主管する箇所の長は、供給者の品質保証システムを審査するために「品質保
証計画書」を徴収し、審査・承認する。（ただし、定期的に徴収している場合はこ
の限りではない。）
また、供給者の詳細設計結果を「承認申請図書」として提出させ、「コメント処理
表」により審査・承認し、「決定図書」として提出させる。

・3.6.3　調達製品の調達管理

・品質保証計画書
・承認申請図書
・コメント処理表
・決定図書

Ⅴ

工
事
及

び
検
査

－

(◎)

※３

◎

(－)

※３

○

工事を主管する箇所の長は、調達要求事項を満たしていることを確実にするため
に、供給者から「作業計画書」、「検査・試験要領書（工場、現地）」等の必要な
承認申請図書を提出させ、「技術図書送り状兼異議申立期限日設定依頼表」及び
「コメント処理表」を用いて審査・承認する。

検査を担当する箇所の長は、「社内検査要領書」を作成し、それに基づき社内検査
を実施し、「検査・試験に関する記録」を作成する。
また、供給者の検査・試験の結果を立会いまたは記録により確認する。

工事を主管する箇所の長は、工事及び検査の結果を「総括報告書」及び「完成図
書」として提出させる。

・3.6.3　調達製品の調達管理

・作業計画書
・検査・試験要領書（工場、現地）
・技術図書送り状兼異議申立
　期限日設定依頼表
・コメント処理票
・社内検査要領書
・検査・試験に関する記録
・総括報告書
・完成図書

※３：（）表示は、燃料体に係る検査の場合を示す。

※１：調達本部を含む。

※２：設計・開発の計画は、保安規定品質保証計画「7.1 業務の計画」に基づく実施方針を兼ねる。

管理の段階

設計、工事及び検査の業務フロー

組織内外の
部門間の相互関係

◎：主管箇所
○：関連箇所

実施内容
添付本文

（記載項目）
証拠書類

基本方針の作成

設計・開発の計画※２

設計・開発へのインプット

レビュー

設計・開発からのアウトプット

設計・開発のレビュー

設計・開発の検証

仕様書の作成

供給者の設計

詳細設計図書設計・開発の検証

製 作設計・開発の妥当性確認

（工場での検査・試験）

現地作業関連図書図書の審査

現地据付工事設計・開発の妥当性確認

（現地での検査・試験）

竣 工

※１
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別図 1(2/3)  業務フロー（業務区分Ⅱ）  

当社 供給者
原
子

力

事
業
本

部

発
電
所

供
給
者

Ⅰ

工
事
計

画

◎ ◎ －
設計又は工事を主管する箇所の長は、設計の要求事項を明確にした「実施方針」又
は「実施りん議」を作成する。

・3.6　設工認における
　　　 調達管理の方法

・実施方針
・実施りん議

Ⅱ

調
達
要

求
事
項
作
成
の
た

め
の
設
計

－ － － － － －

Ⅲ
調
達

◎ ◎ ○

工事を主管する箇所の長は、承認された「実施りん議」に添付した「仕様書」に
て、契約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼する。

契約を主管する箇所の長は、登録された供給者（取引先）の中から工事等の要求品
質、価格、規模、納（工）期、技術力、実績等に基づき取引先を選定する。

・3.6.1　供給者の技術的評価
・3.6.2　供給者の選定
・3.6.3　調達製品の調達管理

・実施りん議
・仕様書

Ⅳ

設
備
の

設
計

◎ ◎ ○

工事を主管する箇所の長は、供給者の品質保証システムを審査するために「品質保
証計画書」を徴収し、審査・承認する。（ただし、定期的に徴収している場合はこ
の限りではない。）
また、供給者の詳細設計結果を「承認申請図書」として提出させ、「コメント処理
表」により審査・承認し、「決定図書」として提出させる。

・3.6.3　調達製品の調達管理

・品質保証計画書
・承認申請図書
・コメント処理表
・決定図書

Ⅴ

工
事
及

び
検
査

－

(◎)

※２

◎

(－)

※２

○

工事を主管する箇所の長は、調達要求事項を満たしていることを確実にするため
に、供給者から「作業計画書」、「検査・試験要領書（工場、現地）」等の必要な
承認申請図書を提出させ、「技術図書送り状兼異議申立期限日設定依頼表」及び
「コメント処理表」を用いて審査・承認する。

検査を担当する箇所の長は、「社内検査要領書」を作成し、それに基づき社内検査
を実施し、「検査・試験に関する記録」を作成する。
また、供給者の検査・試験の結果を立会いまたは記録により確認する。

工事を主管する箇所の長は、工事及び検査の結果を「総括報告書」及び「完成図
書」として提出させる。

・3.6.3　調達製品の調達管理

・作業計画書
・検査・試験要領書（工場、現地）
・技術図書送り状兼異議申立
　期限日設定依頼表
・コメント処理票
・社内検査要領書
・検査・試験に関する記録
・総括報告書
・完成図書

※２：（）表示は、燃料体に係る検査の場合を示す。

※１：調達本部を含む。

管理の段階

設計、工事及び検査の業務フロー

組織内外の
部門間の相互関係

◎：主管箇所
○：関連箇所

実施内容
添付本文

（記載項目）
証拠書類

実施方針の作成

仕様書の作成

供給者の設計

詳細設計図書調達製品の検証

製 作調達製品の検証

（工場での検査・試験）

現地作業関連図書図書の審査

現地据付工事調達製品の検証

（現地での検査・試験）

竣 工

※１
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別図 1(3/3)  業務フロー（業務区分Ⅲ） 

当社 供給者
原
子

力

事
業
本

部

発
電
所

供
給
者

Ⅰ

工
事
計

画

◎ ◎ －
設計又は工事を主管する箇所の長は、設計の要求事項を明確にした「実施方針」又
は「実施りん議」を作成する。

・3.6　設工認における
　　　 調達管理の方法

・実施方針
・実施りん議

Ⅱ

調
達
要

求
事
項
作
成
の
た

め
の
設
計

－ － － － － －

Ⅲ
調
達

◎ ◎ ○

工事を主管する箇所の長は、承認された「実施りん議」に添付した「仕様書」に
て、契約を主管する箇所の長に契約の手続きを依頼する。

契約を主管する箇所の長は、登録された供給者（取引先）の中から工事等の要求品
質、価格、規模、納（工）期、技術力、実績等に基づき取引先を選定する。

・3.6.1　供給者の技術的評価
・3.6.2　供給者の選定
・3.6.3　調達製品の調達管理

・実施りん議
・仕様書

Ⅳ

設
備
の

設
計

－ － － － － －

Ⅴ

工
事
及

び
検
査

－ ◎ ○

工事を主管する箇所の長は、必要に応じ供給者から「検査成績書」等を提出させて
確認する。

工事を主管する箇所の長は、受入検査を実施し、「受入検査記録」を作成する。

検査を担当する箇所の長は、「社内検査要領書」を作成し、それに基づき社内検査
を実施し、「検査・試験に関する記録」を作成する。

・3.6.3　調達製品の調達管理

・検査成績書
・受入検査記録
・社内検査要領書
・検査・試験に関する記録

※１：調達本部を含む。

管理の段階

設計、工事及び検査の業務フロー

組織内外の
部門間の相互関係

◎：主管箇所
○：関連箇所

実施内容
添付本文

（記載項目）
証拠書類

実施方針の作成

仕様書の作成

出荷

調達製品の検証

（受入検査、社内検査）

※１
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添付2 

 

添付 2 技術基準規則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方 

 

1. 設置変更許可申請書との整合性を確保する観点から、設置変更許可申請書本文に記載してい

る適合性確認対象設備に関する設置許可基準規則に適合させるための「設備の設計方針」、及

び設備と一体となって適合性を担保するための「運用」を基にした詳細設計が必要な設計要求

事項を記載する。 

 

2. 技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で、設置変更許可申請書本文以外で

詳細設計が必要な設計要求事項（多様性拡張設備等）がある場合は、その理由を様式－6「各条

文の設計の考え方（例）」に明確にした上で記載する。 

 

3. 自主的に設置したものは、原則として記載しない。 

 

4. 基本設計方針は、必要に応じて並び替えることにより、技術基準規則の記載順となるように

構成し、箇条書きにする等表現を工夫する。 

 

5. 基本設計方針の作成に当たっては、必要に応じ、以下に示す考え方で作成する。 

(1) 設置変更許可申請書本文の記載事項のうち、「性能」を記載している設計方針は、

技術基準規則への適合性を確保する上で、その「性能」を持たせるために特定できる

手段がわかるように記載する。 

また、技術基準規則への適合性を確保する観点で、設置変更許可申請書本文に対応

した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

なお、手段となる「仕様」が要目表で明確な場合は記載しない。 

(2) 設置変更許可申請書本文の記載事項のうち「運用」は、「基本設計方針」として、

運用の継続的改善を阻害しない範囲で必ず遵守しなければならない条件が分かる程度

の記載を行うとともに、運用を定める箇所（品質マネジメントシステムの2次文書で定

める場合は「保安規定」を記載する。）の呼込みを記載し、必要に応じ、当該施設に

関連する実用炉規則別表第二に示す添付書類の中でその運用の詳細を記載する。 

また、技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で、設置変更許可申

請書本文に対応した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

(3) 設置変更許可申請書本文で評価を伴う記載がある場合は、設工認申請書の添付書類

として担保する条件を以下の方法を使い分けることにより記載する。 
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a. 評価結果が示されている場合、評価結果を受けて必要となった措置のみを設工認

申請の対象とする。 

b. 今後評価することが示されている場合、評価する段階（設計又は工事）を明確に

し、評価の方法及び条件、並びにその評価結果に応じて取る措置の両方を設計対象

とする。 

(4) 各条文のうち、要求事項が該当しない条文については、該当しない旨の理由を記載

する。 

(5) 条項号のうち、適用する設備がない要求事項は、「適合するものであることを確認

する」という設工認申請の審査の観点を踏まえ、当該要求事項の対象となる設備を設

置しない旨を記載する。 

(6) 技術基準規則の解釈等に示された指針、原子力規制委員会文書、（旧）原子力安

全・保安院文書、他省令等の呼込みがある場合は、以下の要領で記載を行う。 

a. 設置時に適用される要求等、特定の版の使用が求められている場合は、引用する

文書名及び版を識別するための情報（施行日等）を記載する。 

b. 監視試験片の試験方法を示した規格等、条文等で特定の版が示されているが、施

設管理等の運用管理の中で評価する時点でエンドースされた最新の版による評価を

継続して行う必要がある場合は、保安規定等の運用の担保先を示すとともに、当該

文書名及び必要に応じそのコード番号を記載する。 

c. 解釈等に示された条文番号は、当該文書改正時に変更される可能性があることを

考慮し、条文番号は記載せず、条文が特定できる表題で記載する。 

d. 条件付の民間規格又は設置変更許可申請書の評価結果等を引用する場合は、可能

な限りその条件等を文章として反映する。 

また、設置変更許可申請書の添付書類を呼び込む場合は、対応する本文のタイト

ルを呼び込む。 

なお、文書名を呼び込む場合においても「技術評価書」の呼込みは行わない。 
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添付3 

 

添付 3 設工認における解析管理について 

 

設工認に必要な解析のうち、調達（「3.6 設工認における調達管理の方法」参照）を通じて

実施した解析は、「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン

（一般社団法人日本原子力技術協会、平成22年12月発行）」に示される要求事項に、当社の要求

事項を加えて策定した「原子力発電所保修業務要綱」及び「原子力発電所請負工事一般仕様書に

関する要綱指針」のうち別紙「許認可申請等に係る解析業務に関する特別な調達管理の実施につ

いて」により、供給者への許認可申請等に係る解析業務の要求事項を明確にしている。 

これに基づき、解析業務を主管する箇所の長は、調達要求事項に解析業務を含む場合、以下の

とおり特別な調達管理を実施する。 

なお、事業者と供給者の解析業務の流れを別図1に示すとともに、設工認の解析業務の調達の

流れを別図2に示す。 

また、過去に国に提出した解析関係の委託報告書等でデータ誤りがあった不適合事例とその対

策実施状況を別表1(1/2)～(2/2)に示す。 

 

1. 仕様書の作成 

解析業務を主管する箇所の長は、解析業務に係る必要な品質保証活動として、通常の調達

要求事項に加え、「原子力発電所請負工事一般仕様書に関する要綱指針」の別紙で定めた

「許認可申請等に係る解析業務に関する特別な品質管理の実施について」を仕様書で追加要

求する。 

 

2. 解析業務の計画 

解析業務を主管する箇所の長は、供給者から解析業務を実施する前に下記事項の計画（実

施段階、目的、内容、実施体制等）を明確にした解析業務実施計画書を提出させ、仕様書の

要求事項を満たしていることを確実にするため検証する。 

 

(1) 解析業務の作業手順（デザインレビュー、審査方法、時期等を含む。） 

(2) 解析結果の検証 

(3) 委託報告書の確認 

(4) 解析業務の変更管理 

 

また、解析業務を主管する箇所の長は、供給者の解析業務に変更が生じた場合、及び契約
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締結後に当社の特別の理由により契約内容等に変更の必要が生じた場合は、「3.6 設工認に

おける調達管理の方法」に基づき必要な手続きを実施する。 

 

3. 解析業務の実施 

解析業務を主管する箇所の長は、供給者から委託報告書が提出されるまでに解析業務が確

実に実施されていることを確認する。 

当社の供給者に対する確認は「解析業務実施状況の確認チェックシート」を参考に、確認

者を指名し実施する。 

具体的な確認の視点を別表2に示す。 

 

4. 委託報告書の確認 

解析業務を主管する箇所の長は、供給者から提出された委託報告書が要求事項に適合して

いること、また供給者が実施した検証済みの解析結果が適切に反映されていることを確認す

る。 
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別図1 解析業務の流れ

仕様書作成

解析業務発注

解析業務実施計画書の審査
承認

解析業務計画に基づき、供給者に対

する解析業務の実施状況の確認を行

う。

また、実施状況の確認を抜取りで行

う場合は、抜取りの考え方を明確に

する。

(1) 解析業務の計画

(2) 計算機プログラムの検証状況

(3) 入力根拠の明確化

(4) 入力結果の確認状況

(5) 解析結果の検証状況

(6) 委託報告書の確認状況

(7) 変更管理の実施状況

委託報告書の受領

許認可申請等

承認申請図書として提出

解析業務受注

※

※

解析業務の計画 ※

解
析
業
務
の

調
達

計算機プログラ

ムの検証

入力根拠の明確化 ※

入力結果の確認 ※

解析の実施

解析結果の検証

委託報告書の作成 ※

委託報告書の確認 ※

委託報告書の提出 ※
提出

委託報告書の承認

記録の保管管理

解
析
業
務
の

計
画

解
析
業
務
の
実
施

解
析
業
務
の

確
認

※

解析業務に係る品質保証活動の実施
監
査

確認

供給者（解析者）
解析業務を主管する箇所の長

監査を主

管する箇

所の長

当社

品質監査

委託報告書の承認日までに

実施状況を確認する

※：解析業務に変更が生じる場合は、各段階においてその変更を反映させる。
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別図2 本工事に係る設計・調達の流れ（解析） 

当社 供給者
原
子

力

事
業
本

部

発
電
所

供
給
者

仕様書の作成 ◎ － －
解析業務を主管する箇所の長は、「仕様書」を作成し、解析業務に係る要求事
項を明確にした。

・3.6.1　供給者の技術的評価
・3.6.2　供給者の選定
・3.6.3　調達製品の調達管理

・（委託・工事）仕様書

解析業務の
計画

◎ － ○

解析業務を主管する箇所の長は、供給者から提出された「解析業務実施計画
書」で、計画（解析業務の作業手順／使用する計算機プログラムとその検証結
果／解析業務の実施体制／解析結果の検証／委託報告書の確認／解析業務の変
更管理／記録の保管管理）が明確にされていることを確認した。

・3.6.3　調達製品の調達管理
・解析業務実施計画書（供給者
　提出）

解析業務の
実施

◎ － ○

解析業務を主管する箇所の長は、「解析業務実施状況の確認チェックシート」
を用いて、実施状況（解析業務の計画状況／計算機プログラムの検証状況／入
力根拠の明確化状況／入力結果の確認状況／解析結果の検証状況／委託報告書
の確認状況／解析業務の変更管理状況）について確認した。

・3.6.3　調達製品の調達管理
・解析業務実施状況の確認
　チェックシート

委託報告書
の確認

◎ － ○
解析業務を主管する箇所の長は、供給者から提出された「委託報告書」で、供
給者が解析業務の計画に基づき適切に解析業務を実施したことを確認した。

・3.6.3　調達製品の調達管理 ・委託報告書（供給者提出）

証拠書類管理の段階

設計、工事及び検査の業務フロー

組織内外の
部門間の相互関係

◎：主管箇所
○：関連箇所

実施内容
添付本文

（記載項目）

解析実施状況の確認

解析業務実施計画書の

審査、承認

解析業務実施計画書の

作成、確認

仕様書の作成

委託報告書の

承認

解析業務の実施

委託報告書の

作成、確認
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別表1(1/2) 国に提出した解析関係の委託報告書等でデータ誤りがあった 

不適合事例とその対策実施状況 

No. 不適合事象とその対策 

1 

報告年月 平成 22 年 3 月 

件 名 
美浜２,３号機耐震バックチェック中間報告書（追補版）の応力評価値誤りに
ついて 

事 象 

平成 21 年 3 月 31 日付け※で国等へ提出した「美浜発電所『発電用原子炉施設
に関する耐震設計審査指針』の改訂に伴う耐震安全性評価結果中間報告書
（追補版）」において、美浜２号機及び美浜３号機の一次冷却管の応力評価
値に誤りが確認された。 
原因は、エクセルを用いた簡易評価を行う際、「地震応力」と「地震以外の
応力」を取り違えて入力してしまったことにより発生したものであった。 

※：本事象は「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向
上ガイドライン（平成 22 年 12 月発行、一般社団法人日本原子力技術
協会）」（以下「解析ガイドライン」という。）の制定以前に発生し
た。 

対策実施 
状況 

対策として、チェックシートの改善、入力フォーム（エクセル）の色分けに
よる識別及び注意喚起を行った。 
また、解析担当者（原解析者）以外の者による、入出力データのダブルチェ
ックの実施を「原子力発電所請負工事一般仕様書」にて調達要求している。 

2 

報告年月 平成 23 年 9 月 

件 名 高浜３,４号機耐震安全性評価報告書の再点検結果の追加報告について 

事 象 

原子力安全・保安院文書「九州電力株式会社玄海原子力発電所第３号機の原
子炉建屋及び原子炉補助建屋の耐震安全性評価における入力データの誤りを
踏まえた対応について（指示）」（平成 23 年 7 月 22 日）を受け、指示があ
った九州電力と同じ調達先へ発注した原子炉建屋・原子炉補助建屋の入力デ
ータに加え、それ以外の調達先へ発注した原子炉建屋・原子炉補助建屋の入
力データについても自主的に調査を実施した結果、平成 19 年度に実施した高
浜３,４号機の原子炉建屋の耐震安全性評価の解析において、3 箇所に入力デ
ータ誤りがあることが確認された。 
原因は、解析を実施した平成 19 年当時※は解析担当者自身が入力データを確
認することになっており、客観的な視点で誤入力をチェックできる体制にな
っていなかったことによるものであった。 

※：本解析は解析ガイドラインの制定以前に実施していた。 

対策実施 
状況 

解析業務に係る品質管理の充実を図るため、平成 23 年 3 月 8 日に「原子力発
電所保修業務要綱指針」及び「原子力発電所請負工事一般仕様書に関する要
綱指針」を改正して解析ガイドラインを反映し、平成 23 年 4 月 8 日に施行し
て以下のとおり実施している。 
・ 解析担当者（原解析者）以外の者による、入出力データのダブルチェック

の実施を、「原子力発電所請負工事一般仕様書」にて調達要求している。 
・ 「原子力発電所保修業務要綱指針」に基づき、許認可申請等に係る解析業

務を調達する場合、「原子力発電所請負工事一般仕様書」の別紙「許認可
申請等に係る解析業務に関する特別な品質管理の実施について」に基づく
特別な品質管理を実施する旨を調達文書へ明記することにより、調達要求
事項の明確化を図っている。 

・ 「原子力発電所保修業務要綱指針」に基づき、当社は契約の都度、調達先
に対して「原子力発電所保修業務要綱指針」の別紙に基づく業務の実施状
況の確認を行っている。 

・ 上記の事象を受け、更なる改善として、建屋の許認可申請等に係る解析業
務については、当社による解析結果の全数チェックを自主的に実施してい
る。 
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別表1(2/2) 国に提出した解析関係の委託報告書等でデータ誤りがあった 

不適合事例とその対策実施状況 

No. 不適合事象とその対策 

3 

報告年月 平成 26 年 7 月 

件 名 
高浜発電所新規制基準適合性に係る審査会合のうち津波水位評価における入
力データ誤りについて 

事 象 

高浜発電所の設置変更許可申請書の補正に向けて、高浜発電所の津波影響評
価に係るデータの最終確認を実施していたところ、「原子力発電所の新規制
基準適合性に係る審査会合 高浜発電所津波水位評価」における入力データ
誤りを確認した。 
入力データ誤りについては、入力根拠書作成段階において、鉛直方向破壊伝
播速度と地すべり地形変化分布図より、供給者が「地すべり終了時間」を算
出しておらず、「破壊継続時間（120 秒）」を「地すべり終了時間」として
誤って入力したものである。 
原因は、計算プログラムを変更（地形変化計算プログラムを追加）した際
に、当社と供給者で解析に用いる入力根拠書の作成にコミュニケーションが
不足していたことによるものであった。 

対策実施 
状況 

原子力部門全体の入力根拠の確認方法を改善するため、解析業務の調達管理
に関する品質マネジメントシステムの社内標準「原子力発電所保修業務要綱
指針」及び「原子力発電所請負工事一般仕様書に関する要綱指針」を改正し
た。 
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別表2 解析業務を実施する供給者に対する確認の視点 

No. 検証項目 当社の供給者に対する確認の視点 

1 解析業務の計画 

・解析業務に係る必要な力量が明確にされ、また従事する要員

（原解析者・検証者）が必要な力量を有していること。 

・解析業務をアウトソースする場合、解析業務に係る必要な品質

保証活動を仕様書、文書等で供給者に要求していること。 

2 
計算機プログラムの

検証 

・計算機プログラムは、適正なものであることを事前に検証し、

リストへ登録していること。 

・バージョンアップがある場合は、その都度検証を行い、リスト

へ登録していること。 

・リストには、検証された計算機プログラム名称及びバージョン

を明記していること。 

3 入力根拠の明確化 
・解析業務実施計画書に基づき解析ごとに入力根拠を明確にして

いること。 

4 入力結果の確認 

・計算機プログラムへの入力データに間違いがないことを確認し

ていること。 

・エコーバック以外の方法で入力データを確認している場合は、

入力桁数についても確認していること。 

5 解析結果の検証 
・解析結果に問題がないことを、原解析者以外の者が検証してい

ること。 

6 委託報告書の確認 

・計算機プログラムを用いた解析結果、又は汎用表計算ソフトウ

ェアを用いた計算、若しくは手計算による解析・計算結果を、

当社の指定する書式に加工及び編集して、委託報告書としてま

とめていること。 

・作成された委託報告書が、解析業務実施計画書の内容を満足し

ていることを確認していること。 

7 解析業務の変更管理 

・解析業務に変更が生じた場合は、変更内容を文書化し、解析業

務の各段階（解析業務の調達、計画及び実施）においてその変

更を反映していること。 
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添付4 

 

添付 4 当社における設計管理・調達管理について 

 

1. 供給者の技術的評価 

契約を主管する箇所の長は、供給者（以下「取引先」という。）が要求事項に従って調達

製品等を供給する能力を判断の根拠として、取引先の評価、登録及び再評価を「原子力部門

における調達管理通達」に基づき実施する。 

また、設工認については、取引先の評価を実施し、取引先の調達製品を供給する能力に問

題はないことを確認しており、必要に応じて監査を実施している。 

 

1.1  取引先の評価 

契約を主管する箇所の長は、取引希望先に対して、契約前に信頼性、技術力、実績及

び品質マネジメントシステム体制等について調査及び評価を行うものとする。 

なお、評価基準については、設備重要度等に応じて定めることができる。 

 

1.2  取引先の登録 

取引先登録とは、評価の結果、取引先として認定することをいう。ただし、調達の都

度、評価を行う場合（以下「都度評価」という。）は、取引先登録を省略することがで

きる。 

 

1.3  取引先の再評価 

契約を主管する箇所の長は、登録取引先及び都度評価した取引先について、継続取引

を行う場合には、経営状態、発注実績及び品質マネジメントシステム体制並びにその状

況等についての再評価を定期的又は都度行い、継続取引の可否等を検討する。 

なお、再評価基準については、設備重要度等に応じて定めることができる。 

 

別表1  取引先に係るグレード分け 

グレードの区分 対 象 

第1種取引先 
重要度分類Aクラス又はBクラスの機器施工会社、機器製作

会社（メーカ）、機器の運転等業務委託会社 

第2種取引先 

上記以外の原子炉施設施工会社（土木建築工事施工会社を

含む。）、機器製作会社（メーカ）、機器の運転等業務委

託会社、第1種取引先又は第2種取引先の代理店 

第3種取引先 
原子炉施設関連の汎用（市販）品購入先、原子炉施設以外

の施工・業務委託会社 
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2. 仕様書作成のための設計について 

設計、工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は、｢施設管理通達｣、「設

計・開発通達」及び「原子力部門における調達管理通達」に基づき、添付1「当社におけるグ

レード分けの考え方」の「別表1(1/2)」に示すAクラス、Bクラス及びCクラス並びに「別表

1(2/2)」に示すSA常設のうち、保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3  設計・開発」

を適用する場合の仕様書作成のための設計を、設計・調達の管理の各段階（添付1「当社にお

けるグレード分けの考え方」の「別表2」に示す管理の段階Ⅱ、Ⅳ及びⅤ）において、管理を

実施する。 

なお、仕様書作成のための設計の流れを別図1(1/2)～(2/2)に示すとともに、仕様書作成の

ための設計に関する活動内容を以下に示す。 

 

2.1  設計・開発の管理 

2.1.1  設計・開発の計画 

設計を主管する箇所の長は、以下の事項を明確にした設計・開発の計画を策定す

る。 

 

(1) 設計・開発の段階（インプット、アウトプット、検証及び妥当性確認） 

(2) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認 

(3) 設計・開発に関する責任及び権限 

 

2.1.2  設計・開発へのインプット 

設計を主管する箇所の長は、設計・開発へのインプットとして、以下の要求事項

を明確にした実施方針等を作成する。 

 

(1) 機能及び性能に関する要求事項 

(2) 適用される法令・規制要求事項 

(3) 適用可能な場合には、以前の類似した設計から得られた情報 

(4) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

 

2.1.3  インプット作成段階のレビュー 

設計を主管する箇所の長は、実施方針等の承認過程で、実施方針等の適切性をレ

ビューする。 
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2.1.4  アウトプットの作成 

設計を主管する箇所の長は、アウトプットとして仕様書を作成する。 

アウトプットは、調達管理に用いられることから、「原子力部門における調達管

理通達」の要求事項も満たすように作成する。 

 

2.1.5  アウトプット作成段階のレビュー及び検証 

設計を主管する箇所の長は、仕様書の承認過程で、仕様書が「原子力部門におけ

る調達管理通達」の要求事項を満たすように作成していることを確認するためにレ

ビューするとともに、仕様書がインプットの要求事項を満たしていることを確実に

するために対比して検証する。 

インプット及びアウトプットのレビュー及び検証の結果の記録並びに必要な処置

があればその記録を維持する。 

なお、レビューへの参加者には、工事範囲がまたがる組織の長及び当該設計・開

発に係る専門家を含め、必要に応じ、レビュー会議を開催する。 

また、検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与していない上位職位の者

に実施させる。 

 

2.1.6  設計・開発の検証（設備の設計段階） 

設計又は工事を主管する箇所の長は、設計図書及び検査･試験要領書の審査･承認

の段階で、調達要求事項を変更する必要が生じた場合、｢原子力発電所保修業務要

綱｣等に基づき変更手続きを行う。 

 

2.1.7  設計・開発の妥当性確認 

工事を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、工事段階で実施する検

査・試験の結果により、設計・開発の妥当性を確認する。 

 

2.2  設計・開発の変更管理 

設計を主管する箇所の長は、設計・開発の変更を要する場合、以下に従って手続きを

実施する。 

 

(1) 次の設計・開発の変更を明確にし、記録を維持する。 

a. 仕様書の変更 

b. 承認申請図書確認以降の調達先での内容変更 

(2) (1)の変更に対し、レビュー、検証及び妥当性確認を適切に行い、その変更を実施す
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る前に承認する。 

(3) レビューには、その変更が、原子炉施設を構成する要素及び関係する原子炉施設に

及ぼす影響の評価を含める。 

(4) 変更のレビューの結果の記録及び必要な処置があればその記録を維持する。 
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別図1(1/2) 設計・開発業務の流れ 
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別図1(2/2) 設計・開発業務の流れ 
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