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③-1 将来の噴火の可能性に関する検討(白頭山)

○白頭山の噴火履歴及び白頭山苫小牧火山灰(B-Tm)の
分布状況は以下のとおりとされている。

【噴火履歴(宮本ほか，2003)】
○白頭山の活動は約2.77Maに開始した。
○白頭山の活動は以下の3期に区分される。

・第一期：溶岩台地の形成期(2.77-2.12Ma)
・第二期：火山錐の形成期(0.61-0.08Ma)
・第三期：天池カルデラ形成期(後期更新世-現在)

【B-Tmの分布状況(町田・新井，2011)】
○B-Tmは，約1,000年前の白頭山の巨大噴火によって

生じており，岩手・秋田県北部以北に分布し，北海道の
広域に出現する。

○白頭山は，現在，天池カルデラ形成期であり，敷地周辺
に到達しているとされているB-Tmと同規模の噴火の可
能性を否定できない。

○B-Tmの分布主軸は概ね敷地方向を向いており，分布主
軸上で給源～敷地と同程度の距離の地点での層厚が5
～10cmの範囲に該当する。

白頭山苫小牧火山灰(B-Tm)の等層厚線図(町田・新井(2011)に加筆)

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．２ 敷地及び敷地近傍で確認される主な降下火砕物

分布主軸上で給源～敷地と同程度の距離

(凡 例)

泊発電所

白頭山
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③-2 将来の噴火の可能性に関する検討(姶良カルデラ(1/2))

○巨大噴火の活動間隔(約6万年以上)は，最後の巨大噴火からの経過時間(約3万年)に比べて十分長いこと及び現在，巨大噴火に先
行して発生するプリニー式噴火ステージの兆候が認められないことから，巨大噴火までは十分な時間的余裕があると考えられる。

○姶良カルデラにおける現在の噴火活動は，桜島における後カルデラ火山噴火ステージと考えられる。
○姶良カルデラ周辺のマグマ溜まりについては，桜島の地下浅部にマグマ溜まりが確認されているものの，大規模な珪長質マグマ溜まりが

存在する可能性は十分小さいと考えられる。

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．２ 敷地及び敷地近傍で確認される主な降下火砕物

【井口ほか(2011)】
○GPS連続観測及び高密度繰り返し観測の結果において，姶良カルデラ中央部を中心とした

放射状の水平変位が認められ，姶良カルデラ中央部(右上図のA)の直下の深さ12kmの位
置に圧力源が想定されている。

○また，桜島の水平変動において，理論値が系統的に北部において大きく，南部において小さ
いことから，桜島直下(右上図のB)の深さ6kmの位置に付加的な圧力源が想定されている。

黒矢印：観測値

黒矢印：観測値
灰色矢印：再現計算結果(圧力源をA及びBに仮定)

姶良カルデラ(左)及び桜島(右)の水平変位ベクトル図(井口ほか，2011)

プリニー式噴火ステージ 巨大噴火ステージ 中規模火砕流噴火ステージ 後カルデラ噴火ステージ

噴出量
(km3)

年代(ka)

姶良カルデラの噴火履歴(Nagaoka(1988)及び山元(2014)を基に作成)

福山
岩戸

姶良Tn

桜島薩摩

SZ-5

桜島13

桜島11

大塚

毛梨野

深港
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③-2 将来の噴火の可能性に関する検討(姶良カルデラ(2/2))

○ATと同規模の噴火の可能性は十分小さい。

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．２ 敷地及び敷地近傍で確認される主な降下火砕物

【東宮(2016)】
○地殻の密度とマグマの密度が釣り合う深さ(浮力中立点)は，破局的噴火を引き起こす

珪長質マグマ(デイサイト質～流紋岩質)であれば，7km程度であるとされている。

玄武岩質 安山岩質 デイサイト質 流紋岩質

←苦鉄質 珪長質→

SiO2(wt.%) 45～53.5 53.5～62 62～70 70以上

密度(kg/m3) 2700 2400 2300 2200

マグマのSiO2と密度の関係(兼岡・井田編(1997)を基に作成)

マグマの種類

マグマの性質

マグマ溜まりの深さとマグマの組成との関係(東宮(2016)に加筆)
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余白
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③-3 将来の噴火の可能性に関する検討(阿蘇カルデラ)

○巨大噴火の最短の活動間隔(約2万年)は，最後の巨大噴火からの経過時間(約9万年)に比べて短いため，巨大噴火のマグマ溜まりを
形成している可能性，巨大噴火を発生させる供給系ではなくなっている可能性等が考えられる。

○阿蘇カルデラにおける現在の噴火活動は，最後の巨大噴火以降，阿蘇山において草千里ヶ浜軽石等の多様な噴火様式の小規模噴火
が発生していることから，阿蘇山における後カルデラ火山噴火ステージと考えられる。

○苦鉄質火山噴出物及び珪長質火山噴出物の給源火口の分布から，大規模な珪長質マグマ溜まりが存在する可能性は十分小さいと考
えられる。

○Aso-4と同規模の噴火の可能性は十分小さい。

【三好ほか(2005)】
○ カルデラ中心部で玄武岩質マグマの活動が活発であり，その周囲でより珪長質

なマグマが活動しているという傾向があるとされている。
○もしカルデラ直下に大規模な珪長質マグマ溜まりが存在すると考えた場合，給

源火口の分布とそれらの噴出物組成の関係は，中央部でより珪長質，その周囲
でより苦鉄質になり，阿蘇の場合とは逆になると考えられるとしている。

○このことから後カルデラ期では，カルデラ形成期の単一の大規模マグマ溜まりは
存在しなかったと考えられるとされている。

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．２ 敷地及び敷地近傍で確認される主な降下火砕物
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巨大噴火ステージ 後カルデラ噴火ステージ

阿蘇カルデラの噴火履歴(Nagaoka(1988)及び山元(2014)を基に作成)

噴出量
(km3)

年代(ka)

阿蘇1 阿蘇2

阿蘇3

阿蘇4

阿蘇ABCD※

草千里ヶ浜軽石

※プリニー式噴火であるものの，噴火
ステージは判断できない噴火。

(凡 例)

： 玄武岩質安山岩
： 安山岩
： デイサイト
： 流紋岩
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③-4 将来の噴火の可能性に関する検討(屈斜路カルデラ)

○Kc-Hbと同規模の噴火の可能性は十分小さい。

※マグマ噴出量DRE

噴出量-年代階段ダイアグラム(山元，2014)

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．２ 敷地及び敷地近傍で確認される主な降下火砕物

○巨大噴火の最短の活動間隔(約7.8万年)は，最後の巨大噴火から
の経過時間(約3.9万年)に比べて十分長いことから，巨大噴火まで
は十分な時間的余裕があると考えられる。

○屈斜路カルデラは，アトサヌプリ及び中島において屈斜路中島火山
噴出物等の多様な噴火様式の小規模噴火が発生していることから，
現在の噴火活動は，アトヌプリ及び中島における後カルデラ火山噴
火ステージと考えられる。

○後カルデラ火山噴火ステージの最大規模の噴火は，屈斜路中島の
噴火であり，その噴出量は約4.1km3※である。

○後カルデラ火山噴火ステージ(アトヌプリ及び中島)の噴火規模は，
いずれも屈斜路カルデラ形成時の噴火(KpⅣ(約84.0km3※))に比
べて小規模である。
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③-5 将来の噴火の可能性に関する検討(洞爺カルデラ)

○Toyaと同規模の噴火の可能性は十分小さい。

○洞爺カルデラにおける現在の噴火活動は，洞爺中島及び有珠山における後カルデラ火山噴火ステージと考えられる。
○後カルデラ火山噴火ステージの最大規模の噴火は，洞爺中島の噴火であり，その噴出量は約5.0km3※である。
○後カルデラ火山噴火ステージ(洞爺中島及び有珠山)の噴火規模は，いずれも洞爺カルデラ形成時(Toya(約99.6km3))に比べて小規模

な噴火である。

※マグマ噴出量DRE

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．２ 敷地及び敷地近傍で確認される主な降下火砕物
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③-6 将来の噴火の可能性に関する検討(倶多楽・登別火山群)

○Kt-2と同規模の噴火の可能性は十分小さい。

○文献検索中

噴出量-年代階段ダイアグラム(山元，2014)

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．２ 敷地及び敷地近傍で確認される主な降下火砕物

○巨大噴火の最短の活動間隔(約0.1万年)は，最後の巨大噴火からの経過時間(約4.4万年)に比べて短いため，巨大噴火のマグマ溜ま
りを形成している可能性，巨大噴火を発生させる供給系ではなくなっている可能性等が考えられる。

○倶多楽・登別火山群は，クッタラカルデラを形成したKt-1の噴火を最後に，その後4万年間は火山活動度が低下しており，現在の噴火
活動は，登別ステージであると考えられる。

○登別ステージにおける最大規模の噴火は，日和山溶岩ドームの活動であり，その噴出量は約0.04km3である。
○登別ステージの噴火規模は，クッタラカルデラ形成時の噴火(Kt-1(約14.4km3※)及びKt-2(約10.2km3※))に比べて小規模である。

※マグマ噴出量DRE
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④ まとめ

○文献調査及び地質調査において抽出された以下の火山における将来の噴火の可能性について検討した。

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．２ 敷地及び敷地近傍で確認される主な降下火砕物

○敷地周辺に到達しているとされている降下火砕物を噴出する噴火と同規模の噴火の可能性が否定できない火山は白頭山(B-Tm)である。
○B-Tmと同規模の噴火において噴出される降下火砕物の層厚は，敷地において最大でも5～10cmと評価される。

【地質調査結果】
○敷地近傍において，降灰層準に相当する箇所を確認した火

山は以下のとおり。
・地理的領域外の火山：阿蘇カルデラ(Aso-4)
・地理的領域内の火山：洞爺カルデラ(Toya)

【文献調査結果】
○降下火砕物の分布範囲に敷地を含む地理的領域外及び地

理的領域内の火山は，それぞれ以下のとおり。
・地理的領域外の火山：白頭山(B-Tm)，姶良カルデラ(AT)，

阿蘇カルデラ(Aso-4)，屈斜路カル
デラ(Kc-Hb)

・地理的領域内の火山：洞爺カルデラ(Toya)，倶多楽・登別
火山群(Kt-2)

【将来の噴火の可能性の検討結果】
(地理的領域外の火山)
・姶良カルデラ，阿蘇カルデラ及び屈斜路カルデラは，敷地周辺に到達しているとされている降下火砕物を噴出する噴火と同規模の
噴火の可能性は十分に小さい。

・白頭山は，現在，天池カルデラ形成期であり，敷地周辺に到達しているとされているB-Tmと同規模の噴火の可能性を否定できない。
・B-Tmの分布主軸は概ね敷地方向を向いており，分布主軸上で給源～敷地と同程度の距離の地点での層厚が5～10cmの範囲に
該当する。

(地理的領域内の火山)
・洞爺カルデラ及び倶多楽・登別火山群は，敷地周辺に到達しているとされている降下火砕物を噴出する噴火と同規模の噴火の可
能性は十分に小さい。

(P221参照) (P222～P237参照)

(P238～P246参照)
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○敷地における降下火砕物(火山灰)の層厚を評価するため，Tephra2※を使用し，降下火砕物シミュレーションを実施した。
○シミュレーションによる評価対象となる降下火砕物として，P250～P251に示すフローに従い，En-a(恵庭岳)及びYo-1(羊蹄山)を抽出

した。
○Tephra2によるシミュレーションのフローを以下に示す。

① 降下火砕物シミュレーション(結果概要)

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

○シミュレーションによる敷地における降下火砕物(火山灰)の層厚は，以下の通りである。
・En-a(恵庭岳)：16cm
・Yo-1(羊蹄山)：4.1cm

※Tephra2：南フロリダ大学で開発された粒子で構成された噴煙柱を設定し，重力による落下と
風の影響を考慮する移流拡散モデル(プログラムのバグについては次頁参照)

【評価対象となる降下火砕物の抽出】
敷地との距離，噴出物量等の関係から，シミュレーションによる評価対象となる降下火砕物を抽出した。

【再現解析】
文献の等層厚線を再現できるパラメータをパラメータスタディにより検討し，以降の影響解析に用いるパラメー
タを決定した。

【影響解析】
(影響解析に用いる仮想風の検討)
敷地方向への仮想風を作成するため，月別の風を用いた解析を実施し，最も敷地に影響のある月を選定した。

(敷地方向への仮想風を用いた検討)
上記で選定した月の風を用いて敷地方向への仮想風を作成し，解析を実施した。



249249

temp1 = GRAV_SQRD_x_4 * part_density * part_density / 
AIR_VISCOSITY_x_225 * rho ; 

vti = ashdiam * pow(temp1, ONE_THIRD); 

○敷地における降下火砕物の層厚評価において，アメリカの南フロリダ大学が公開しているプログラム「Tephra2」を用いて，降下火砕物
シミュレーションを実施している。

○平成28年10月に行われた日本火山学会秋季大会のポスターセッションにおいて，大阪大学の佐伯准教授が，Tephra2の解析コードの
うち，粒子の落下速度の式に一部バグがあることを発表した。

○この指摘を受け，当社使用のTephra2の解析コードを確認したところ，佐伯准教授が指摘したバグ(下記参照)があることを確認したた
め，解析コードを修正し，計算を実施した。

(参考)降下火砕物シミュレーション(Tephra2のバグ修正)
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○粒子の落下速度の原理式

temp1 = GRAV_SQRD_x_4 * part_density * part_density /
(AIR_VISCOSITY_x_225 * rho) ; 

vti = ashdiam * pow(temp1, ONE_THIRD); 

○解析コード(当該箇所の抜粋)

分母となる「AIR_VISCOSITY_x_225(大気の粘性μ×225)」及び
「rho(大気密度ρａ)」が括弧で括られていないため，「rho」が分子と
なっている。

括弧を追加。

【修正前】 ( =A/B×C )

【修正後】 ( =A/(B×C) )

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション
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② 評価対象となる降下火砕物の抽出(1/2)

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

【文献調査(町田・新井，2011)により敷地周辺に到達しているとされている火山灰(P221参照)】
・B-Tm(白頭山) ・AT(姶良カルデラ) ・Aso-4(阿蘇カルデラ) ・Kc-Hb(屈斜路カルデラ) ・Kt-2(倶多楽・登別火山群) ・Toya(洞爺カルデラ)

【地質調査により敷地近傍において降灰層準に相当する箇所を確認した火山灰(P222参照)】
・Toya(洞爺カルデラ) ・Aso-4(阿蘇カルデラ)

【原子力発電所に影響を及ぼし得る火山による火山灰】
地質調査により敷地近傍において降灰層準に相当する箇所を確認した火山灰は，Toya(洞爺カルデラ)及びAso-4(阿蘇カルデラ)のみであることを踏まえ，文献
において火山灰の分布状況が広がりを有するとされているものを対象として以下を抽出※1，※2。

・Spfa-1(支笏カルデラ)
- Ta-a(樽前山)
- En-a(恵庭岳)
- n.En-b(風不死岳)

・Kt-1(倶多楽・登別火山群)
・Toya(洞爺カルデラ)

- Us-b(有珠山)
- Nj-Os(洞爺中島)

・Yo-1(羊蹄山)
・Ko-d(北海道駒ケ岳)

現状において同規模の噴火
の可能性があるテフラを抽出

・AT(姶良カルデラ)
・Aso-4(阿蘇カルデラ)
・Kc-Hb(屈斜路カルデラ)
・Kt-1(倶多楽・登別火山群)
・Kt-2(倶多楽・登別火山群)
・Spfa-1(支笏カルデラ)
・Toya(洞爺カルデラ) 抽出

除外

END

○シミュレーションによる評価対象となる降下火砕物(火山灰)として，以下のフローに従い，En-a(恵庭岳)及びYo-1(羊蹄山)を抽出した。
○なお，以下に示す火山灰の噴出量，等層厚線図等については，補足説明資料2.1章に示す。

※1 複数のテフラを噴出している火山は，最大規模のテフラを記載。
後カルデラ火山も，同様に最大規模のテフラを記載。

※2 ニセコ・雷電火山群は，抽出条件に該当する文献が確認されな
いこと及び溶岩流主体の噴火様式であること(P252参照)から
評価対象として抽出されない。

・B-Tm※3(白頭山)
・Ta-a(樽前山) ・En-a(恵庭岳) ・n.En-b(風不死岳)
・Us-b(有珠山) ・Nj-Os(洞爺中島)
・Yo-1(羊蹄山)
・Ko-d(北海道駒ケ岳)

※3 B-Tmの分布主軸は概ね敷地方向を向いてお
り，分布主軸上で給源～敷地と同程度の距離
の地点での層厚が5～10cmの範囲に該当す
ることから，B-Tmと同規模の噴火において噴
出される降下火砕物の層厚は敷地において最
大でも5～10cmと評価される(P247参照)。
このためB-Tmについては，評価対象から除
外する。(次頁へ続く)
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② 評価対象となる降下火砕物の抽出(2/2)

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

・Ta-a(樽前山) ・En-a(恵庭岳) ・n.En-b(風不死岳)
・Us-b(有珠山) ・Nj-Os(洞爺中島)
・Yo-1(羊蹄山)
・Ko-d(北海道駒ケ岳)

(前頁からの続き)

複数の後カルデラ火山が抽
出されたカルデラについては，
そのうち最大規模のテフラを

抽出

・Ta-a(樽前山) 
・n.En-b(風不死岳)
・Nj-Os(洞爺中島)

END

敷地との距離が最も近い火山によ
るテフラ及び噴出物量が最も大き

いテフラを抽出

・En-a(恵庭岳)：噴出物量が最も大きい。
・Yo-1(羊蹄山)：敷地との距離が最も近い。

4火山の位置図（ ：VEI4， ：VEI5)

火山名
敷地との距離

(km)  
テフラ

噴出量(km3) 
須藤ほか(2007)より

C12 恵庭岳 68.6 En-a 5.64(VEI5)

C22 有珠山 60.7 Us-b 1.29(VEI5)

C24 羊蹄山 33.8 Yo-1 0.53(VEI4)

C34北海道駒ヶ岳 109.0 Ko-d 1.54(VEI5)

敷地との距離及び噴出物量
・Us-b(有珠山)
・Ko-d(北海道駒ケ岳)

END

・En-a(恵庭岳) 
・Us-b(有珠山)
・Yo-1(羊蹄山)
・Ko-d(北海道駒ケ岳)

除外

除外

抽出

抽出(左図及び左表参照)
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(参考)ニセコ・雷電火山群由来の火山灰について

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

○小疇ほか編(2003)では，ニセコ・雷電火山群について，以下の通り整理している。
・地形的にニセコ火山群は，ワイスホルン・ニセコ(狭義)・雷電の3火山群に分けられる。
・ワイスホルン

ワイスホルン火山(標高1045m，径10km)は山頂部が放射谷によって深く浸食されているが，中腹に溶岩ドーム，厚い溶岩流の地
形を保持する溶岩ドーム火山である。

・ニセコ火山
アンヌプリ，イワオヌプリなどの15余個の溶岩ドームと小型成層火山などの集合からなる安山岩質の成層火山(比高1300m，底径
15-20km，体積17km3)である。

・雷電火山
雷電火山(標高1212m，径15km)はニセコ火山の西に接する溶岩ドーム群(安山岩，SiO2，55-61%)を主体とし，140-49万年前
にかけて活動した(新エネルギー総合開発機構，1985・1986)。雷電山・岩内岳・目国内岳など標高1000mをこえ，厚い溶岩流を
四方へ流出させている大型の溶岩ドームを中心に，10余個の溶岩ドームからなる。



253253 ３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

○気象庁では，1日2回(9時，21時)ラジオゾンデを打ち上
げており，地上から高度約30km間での大気の状態を観
測している。

○このうち，泊発電所に最も近い札幌管区気象台の気象
データを使用した。

○シミュレーションにおいては，過去30年間(1983～2013
年)の風向・風速データ※を使用した。

ラジオゾンデ打ち上げ位置(気象庁HPより)

※気象庁「気象観測統計指針」に従う。

③ 降下火砕物シミュレーションに使用した風向・風速データ 一部修正(H26/3/12審査会合)
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④-1 En-a(恵庭岳)-再現解析(1/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

○影響解析に用いるパラメータを決定するため，再現解析を実施した。
○再現解析においては， 文献に示されるEn-a(恵庭岳)の等層厚線を再現できるパラメータを検討した。
○パラメータは主に文献を基に設定し，噴煙柱高度及び拡散係数については，文献の記載に幅があるため，これらについてはパラメータス

タディを実施し，春日井ほか(1968)の等層厚線を再現できるパラメータを検討した※1。
○春日井ほか(1968)の等層厚線図を左下図に，入力パラメータを下表に示す。
○再現解析には，春日井ほか(1968)の等層厚線図の主軸方向から±20°の風を抽出した仮想風を用いた。

等層厚線図(春日井ほか(1968)に加筆)

En-a分布主軸方向

分布主軸方向の風の
抽出範囲(±20°)

入力パラメータ一覧及び設定根拠

パラメータ 単位 値 設定根拠

パラメータ
スタディ

噴煙柱高度 km 20, 25, 30
町田・新井(2011)によるVEI5の噴煙柱高度
(25km～)を参考に設定

拡散係数 m2/s
500, 1000 

5000, 10000
萬年(2013)を参考に設定

その他
パラメータ

噴出物量 kg 5.64E+12須藤ほか(2007)より設定

粒径

最大粒径 φ -7春日井ほか(1974)より設定

最小粒径 φ 10Tephra2に関する文献※2より設定

中央粒径 φ -0.5春日井ほか(1974)より設定

標準偏差 φ 3Tephra2に関する文献※2より設定

密度
岩片密度 kg/m3 2600Tephra2に関する文献※2より設定

軽石密度 kg/m3 1000Tephra2に関する文献※2より設定

みかけ渦拡散係数 m2/s 0.04萬年(2013)より設定

落下時間閾値 s 3600萬年(2013)より設定

計算分割高 m 約100萬年(2013)より設定

※1 粒径のうち，最大粒径及び中央粒径については，春日井ほか(1974)に基づき設定した。春日井ほか(1974)においては，複数地点の
試料に対して粒度分析を実施しており，最大粒径及び中央粒径についてTephra2に関する文献※2に基づく値を用いるよりも再現性が向
上することを確認している(補足説明資料2.2章参照)。

※2 Forecasting Tephra Dispersion Using TEPHRA2,
Michigan Technological University
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噴煙柱高度(3ケース)×拡散係数(4ケース)の12ケースの解析を実施(P257～P258参照)

【手順①(P259参照)】
火山灰の分布形状が以下の2つの条件を満たすケースを抽出

○解析主軸※方向：恵庭岳から約69km(恵庭岳から敷地までの距離)地点前後において，解析結果の
等層厚線と文献の等層厚線が調和的である。

○解析主軸※直交方向：解析結果の等層厚線と文献の等層厚線の広がりが調和的である。

【手順②(P260参照)】
解析主軸※上において，解析層厚＞文献層厚となる点が最も多いケースを抽出

○文献層厚は，解析主軸※付近に分布するものを対象とする。
○解析層厚は，恵庭岳からの距離が上記文献層厚と等しい地点を対象とする。
○比較範囲は，恵庭岳から敷地までの距離が約69kmであることを考慮する。

【手順③(P261参照)】
手順②で比較した地点において，解析層厚が文献層厚により近い地点が最も多いケースを最適ケースと
して選定

④-1 En-a(恵庭岳)-再現解析(2/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

○噴煙柱高度及び拡散係数についてパラメータスタディを実施し，文献の等層厚線を再現できる最適ケースを選定した。
○最適ケースの選定フローを以下に示す。

※ 給源と解析結果の50cm等層厚線上で最も遠い点を結んだ方向
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④-1 En-a(恵庭岳)-再現解析(3/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

パラメータスタディの最適ケース

パラメータ 単位 値 設定根拠

噴出物量 kg 5.64E+12 須藤ほか(2007)より設定

噴煙柱高度 Km 25 パラメータスタディの結果に基づき設定

拡散係数 m2/s 5000 パラメータスタディの結果に基づき設定

粒径

最大粒径 φ -7 春日井ほか(1974)より設定

最小粒径 φ 10 Tephra2に関する文献※より設定

中央粒径 φ -0.5 春日井ほか(1974)より設定

標準偏差 φ 3.0 Tephra2に関する文献※より設定

密度
岩片密度 kg/m3 2600 Tephra2に関する文献※より設定

軽石密度 kg/m3 1000 Tephra2に関する文献※より設定

みかけ渦拡散係数 m2/s 0.04 萬年(2013)より設定

落下時間閾値 s 3600 萬年(2013)より設定

計算分割高 m 約100 萬年(2013)より設定

最適ケースのパラメータ

【最適ケース】
○前頁に示すフローに従い，以下のケースを最適ケースとして選定した。
○以降の影響解析は，最適ケースのパラメータを用いて実施した。

春日井ほか(1968)の等層厚線及び最適ケースの結果

パラメータ 単位 パラメータスタディ

噴煙柱高度 km 20， 25， 30

拡散係数 m2/s 500， 1000， 5000，10000

泊発電所

恵庭岳を中心とした半径69kmの円

※ Forecasting Tephra Dispersion Using TEPHRA2,
Michigan Technological University
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④-1 En-a(恵庭岳)-再現解析(4/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

○各ケースの解析結果を以下に示す(Case1～Case6)。

噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s)

20 500 20 1000 20 5000

噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s)

20 10000 25 500 25 1000

Case1 Case2 Case3

Case4 Case5 Case6

泊発電所

恵庭岳を中心とした半径69kmの円
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④-1 En-a(恵庭岳)-再現解析(5/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s)

25 5000 25 10000 30 500

噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s)

30 1000 30 5000 30 10000

○各ケースの解析結果を以下に示す(Case7～Case12)。

Case7 Case8 Case9

Case10 Case11 Case12

泊発電所

恵庭岳を中心とした半径69kmの円
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【最適ケースの選定(手順①)】
○解析を実施した12ケースから，以下の2つの条件を満たす4ケース(Case3，Case7，Case11及びCase12)を抽出した。

・解析主軸※方向：恵庭岳から約69km(恵庭岳から敷地までの距離)地点前後において，解析結果の等層厚線と文献の等層厚線が調
和的である。

・解析主軸※直交方向：解析結果の等層厚線と文献の等層厚線の広がりが調和的である。

④-1 En-a(恵庭岳)-再現解析(6/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

Case3 (噴煙柱高度20km，拡散係数5000m2/s) Case7 (噴煙柱高度25km，拡散係数5000m2/s)

Case11 (噴煙柱高度30km，拡散係数5000m2/s) Case12 (噴煙柱高度30km，拡散係数10000m2/s)

泊発電所

恵庭岳を中心とした半径69kmの円

100cmの等層厚線

50cmの等層厚線

※ 給源と解析結果の50cm等層厚線上で最も遠い点を結んだ方向
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④-1 En-a(恵庭岳)-再現解析(7/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

【最適ケースの選定(手順②)】
○手順①で抽出した4ケースから，解析主軸※1上において解析層厚＞文献層厚となる点が最も多い2ケース(Case7及びCase11)を抽出した。

・文献層厚は，解析主軸※1付近に分布するものを対象とする(右下図に示す地点A～F)。
・解析層厚は，恵庭岳からの距離が上記文献層厚と等しい地点を対象とする。
・比較範囲は，恵庭岳から敷地までの距離が約69kmであることを考慮する。

A

B C

D

E

F 解析主軸

恵庭岳から約69km地点

50cmコンター

Case3
(噴煙柱高度20km，拡散係数5000m2/s)

Case7
(噴煙柱高度25km，拡散係数5000m2/s)

Case11
(噴煙柱高度30km，拡散係数5000m2/s)

Case12
(噴煙柱高度30km，拡散係数10000m2/s)

※2 春日井ほか(1968)
※3 解析層厚＞文献層厚となる地点を桃色ハッチング

等層厚線図(春日井ほか(1968)に加筆)

※1 給源と解析結果の50cm等層厚線上で最も遠い点を結んだ方向

検討地点
文献※2層厚
(cm)

解析主軸上における解析層厚(cm)※3

地点記号
恵庭岳から
の距離
(km)

Case3 Case7 Case11 Case12

A 15 420 1253 1269 1183 864
B 33 230 361 401 428 316
C 40 133 243 278 295 222
D 43 120 212 250 265 202
E 70 85 74 86 97 69
F 74 62 66 76 80 62
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検討地点
文献※1層厚
(cm)

解析主軸上におけ
る解析層厚(cm)※2

地点記号
恵庭岳から
の距離
(km)

Case7 Case11

A 15 420 1269 1183
B 33 230 401 428
C 40 133 278 295
D 43 120 250 265
E 70 85 86 97
F 74 62 76 80

④-1 En-a(恵庭岳)-再現解析(8/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

【最適ケースの選定(手順③)】
○手順②で抽出した2ケースから，手順②で比較した地点において，解析層厚が文献層厚により近い地点が最も多いCase7を最適ケース

として選定した。

Case7
(噴煙柱高度25km，拡散係数5000m2/s)

Case11
(噴煙柱高度30km，拡散係数5000m2/s)

等層厚線図(春日井ほか(1968)に加筆)

※1 春日井ほか(1968)
※2 解析層厚が文献層厚により近い地点を赤字で表示

A

B C

D

E

F 解析主軸

恵庭岳から約69km地点

50cmコンター
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④-2 En-a(恵庭岳)-影響解析(1/4)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

風向のバラツキ検討例(標高2000～4000m)
風向のバラツキ(7月)

恵庭岳から泊発電所への方角
μ 方向
バラツキ採用方向

標高2000～4000mの風向頻度分布(7月)

【影響解析に用いる仮想風の検討】
○敷地方向への仮想風を作成するため，月別の風を用いた解析を実施し，最も敷地に影響のある月を選定した。
○選定にあたっては，以下の風向及び風速を使用した。

・風向はバラツキを考慮するため，各標高において頻度分布を正規化し，(μ-σ)又は(μ+σ)のうち，より敷地に近づく方向を採用した。
・風速は，合成風速とした。

○例として，7月における風向頻度分布を以下に示す。
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標高1000～2000m
合成風速=2.9m/s

標高2000～4000m
合成風速=4.6m/s

標高4000～6000m
合成風速=8.4m/s

標高6000～8000m
合成風速=11.2m/s

標高8000～10000m
合成風速=16.0m/s

標高10000～12000m
合成風速=19.8m/s

標高12000～14000m
合成風速=22.3m/s

標高14000～16000m
合成風速=18.9m/s

標高16000～18000m
合成風速=8.2m/s

標高18000～20000m
合成風速=2.1m/s

標高20000～22000m
合成風速=5.6m/s

標高22000～25000m
合成風速=9.5m/s
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④-2 En-a(恵庭岳)-影響解析(2/4)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

【影響解析に用いる仮想風の検討】
○風向のバラツキを考慮した月別解析を実施した結果，敷地においては7月の降下量が最大となり，層厚0.2mmとなった。

1月 2月 3月 4月

5月 6月 7月 8月

9月 10月 11月 12月

★図内の数値は敷地に
おける層厚(mm)
(ρ=1000kg/m3)

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.1 0.2 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

N
N N N

N N
N N

N N N N
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④-2 En-a(恵庭岳)-影響解析(3/4)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

【影響解析に用いる仮想風の検討】
○風向のバラツキを考慮した月別解析の結果，最も敷地に影響のある7月を対象に，より厳しい条件を考慮した検討として，敷地方向へ

の仮想風を作成した。
○仮想風については，恵庭岳から敷地方向への主軸から±20°の風を抽出し，作成した。

①敷地方向への風データの抽出

敷地方向への仮想風の作成手順

②抽出した風データの合成⇒仮想風

風速(仮想風) 風向(仮想風)風向データ(7月)

風データ抽出範囲
(275°～314°)

N：0°

Ｅ：90°

S：180°

W：270°

風向275°～314°の
出現頻度(7月)

恵庭岳から
敷地方向
( 293°)

+20°

-20°

標高 出現頻度

  1000～  2000m 6.3%

  2000～  4000m 3.7%

  4000～  6000m 1.7%

  6000～  8000m 1.2%

  8000～10000m 1.2%

10000～12000m 1.2%

12000～14000m 0.5%

14000～16000m 0.1%

16000～18000m 0.6%

18000～20000m 5.5%

20000～22000m 20.0%

22000～25000m 34.3%

平均  6.4%
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④-2 En-a(恵庭岳)-影響解析(4/4)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

N

★図内の数値は敷地に
おける層厚(mm)
(ρ=1000kg/m3)

【敷地方向への仮想風を用いた検討】
○敷地方向への仮想風を用いた解析を実施した結果，敷地における降下火砕物(火山灰)の層厚は16cmとなった。

160

(m)
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⑤-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(1/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

入力パラメータ一覧及び設定根拠

パラメータ 単位 値 設定根拠

パラメータ
スタディ

噴煙柱高度 km 15, 20, 25
町田・新井(2011)によるVEI4の噴煙柱高度
(10～25km)を参考に設定

拡散係数 m2/s
500, 1000 

5000, 10000
萬年(2013)を参考に設定

その他
パラメータ

噴出物量 kg 5.30E+11須藤ほか(2007)より設定

粒径

最大粒径 φ -6柏原ほか(1976)より設定

最小粒径 φ 10Tephra2に関する文献※2より設定

中央粒径 φ -1.5柏原ほか(1976)より設定

標準偏差 φ 1.5Tephra2に関する文献※2より設定

密度
岩片密度 kg/m3 2600Tephra2に関する文献※2より設定

軽石密度 kg/m3 1000Tephra2に関する文献※2より設定

みかけ渦拡散係数 m2/s 0.04萬年(2013)より設定

落下時間閾値 s 3600萬年(2013)より設定

計算分割高 m 約100萬年(2013)より設定

※1 粒径のうち，最大粒径及び中央粒径については，柏原ほか(1976)に基づき設定した。柏原ほか(1976)においては，複数地点の試料
に対して粒度分析を実施しており，最大粒径及び中央粒径についてTephra2に関する文献※2に基づく値を用いるよりも再現性が向上す
ることを確認した(補足説明資料2.2章参照)。

※2 Forecasting Tephra Dispersion Using TEPHRA2,
Michigan Technological University

○影響解析に用いるパラメータを決定するため，再現解析を実施した。
○再現解析においては， 文献に示されるYo-1(羊蹄山)の等層厚線を再現できるパラメータを検討した。
○パラメータは主に文献を基に設定し，噴煙柱高度及び拡散係数については，文献の記載に幅があるため，これらについてはパラメータス

タディを実施し，柏原ほか(1976)の等層厚線を再現できるパラメータを検討した※1。
○柏原ほか(1976)の等層厚線図を左下図に，入力パラメータを下表に示す。
○再現解析には，柏原ほか(1976)の等層厚線図の主軸方向から±20°の風を抽出した仮想風を用いた。

等層厚線図(柏原ほか(1976)に加筆)

Yo-1分布主軸方向

分布主軸方向の風の
抽出範囲(±20°)
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噴煙柱高度(3ケース)×拡散係数(4ケース)の12ケースの解析を実施(P269～P270参照)

【手順①(P271参照)】
火山灰の分布形状が以下の2つの条件を満たすケースを抽出

○解析主軸※方向：羊蹄山から約34km(羊蹄山から敷地までの距離)地点前後において，解析結果の
等層厚線と文献の等層厚線が調和的である。

○解析主軸※直交方向：解析結果の等層厚線と文献の等層厚線の広がりが調和的である。

【手順②(P272参照)】
解析主軸※上において，解析層厚＞文献層厚となる点が最も多いケースを抽出

○文献層厚は，解析主軸※付近に分布するものを対象とする。
○解析層厚は，羊蹄山からの距離が上記文献層厚と等しい地点を対象とする。
○比較範囲は，羊蹄山から敷地までの距離が約34kmであることを考慮する。

【手順③(P273参照)】
手順②で比較した地点において，解析層厚が文献層厚により近い地点が最も多いケースを最適ケースと
して選定

⑤-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(2/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

○噴煙柱高度及び拡散係数についてパラメータスタディを実施し，文献の等層厚線を再現できる最適ケースを選定した。
○最適ケースの選定フローを以下に示す。

※ 給源と解析結果の50cm等層厚線上で最も遠い点を結んだ方向
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⑤-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(3/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

柏原ほか(1976)の等層厚線及び最適ケースの解析結果

パラメータスタディの最適ケース

最適ケースのパラメータ

パラメータ 単位 パラメータスタディ

噴煙柱高度 km 15， 20， 25

拡散係数 m2/s 500， 1000， 5000，10000

泊発電所

【最適ケース】
○前頁に示すフローに従い，以下のケースを最適ケースとして選定した。
○以降の影響解析は，最適ケースのパラメータを用いて実施した。

パラメータ 単位 値 設定根拠

噴出物量 kg 5.30E+11 須藤ほか(2007)より設定

噴煙柱高度 Km 25 パラメータスタディの結果に基づき設定

拡散係数 m2/s 1000 パラメータスタディの結果に基づき設定

粒径

最大粒径 φ -6 柏原ほか(1976)より設定

最小粒径 φ 10 Tephra2に関する文献※より設定

中央粒径 φ -1.5 柏原ほか(1976)より設定

標準偏差 φ 1.5 Tephra2に関する文献※より設定

密度
岩片密度 kg/m3 2600 Tephra2に関する文献※より設定

軽石密度 kg/m3 1000 Tephra2に関する文献※より設定

みかけ渦拡散係数 m2/s 0.04 萬年(2013)より設定

落下時間閾値 s 3600 萬年(2013)より設定

計算分割高 m 約100 萬年(2013)より設定

※ Forecasting Tephra Dispersion Using TEPHRA2,
Michigan Technological University

羊蹄山を中心とした半径34kmの円
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⑤-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(4/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

○各ケースの解析結果を以下に示す(Case1～Case6)。

噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s)

15 500 15 1000 15 5000

噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s)

15 10000 20 500 20 1000

Case1 Case2 Case3

Case4 Case5 Case6

泊発電所

羊蹄山を中心とした半径34kmの円
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噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s)

20 5000 20 10000 25 500

噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s) 噴煙柱高度(km) 拡散係数(m2/s)

25 1000 25 5000 25 10000

⑤-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(5/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

○各ケースの解析結果を以下に示す(Case7～Case12)。

Case7 Case8 Case9

Case10 Case11 Case12

泊発電所

羊蹄山を中心とした半径34kmの円
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Case5 
(噴煙柱高度20km，拡散係数500m2/s)

Case9
(噴煙柱高度25km，拡散係数500m2/s)

Case10
(噴煙柱高度25km，拡散係数1000m2/s)

【最適ケースの選定(手順①)】
○解析を実施した12ケースから，以下の2つの条件を満たす3ケース(Case5，Case9及びCase10)を抽出した。

・解析主軸※方向：羊蹄山から約34km(羊蹄山から敷地までの距離)地点前後において，解析結果の等層厚線と文献の等層厚線が調
和的である。

・解析主軸※直交方向：解析結果の等層厚線と文献の等層厚線の広がりが調和的である。

⑤-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(6/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

泊発電所

羊蹄山を中心とした半径34kmの円

100cmの等層厚線

50cmの等層厚線

30cmの等層厚線

※ 給源と解析結果の50cm等層厚線上で最も遠い点を結んだ方向
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⑤-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(7/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

【最適ケースの選定(手順②)】
○手順①で抽出した3ケースから，解析主軸※1上において解析層厚＞文献層厚となる点が最も多いケースを検討した結果，3ケースとも同様な結果(5

地点において，解析層厚＞文献層厚)であることから，3ケース(Case5，Case9及びCase10)が抽出される。
・文献層厚は，解析主軸※1付近に分布するものを対象とする(右下図に示す地点A～F)。
・解析層厚は，羊蹄山からの距離が上記文献層厚と等しい地点を対象とする。
・比較範囲は，羊蹄山から敷地までの距離が約34kmであることを考慮する。

検討地点
文献※2層厚
(cm)

解析主軸上における解析層厚(cm)※3

地点記号
羊蹄山からの

距離
(km)

Case5 Case9 Case10

A 8 159 564 442 375
B 10 98 340 290 287
C 13 136 526 453 363
D 29 48 201 136 184
E 43 37 46 59 53
F 46 60 50 43 51

※2 柏原ほか(1976)
※3 解析層厚＞文献層厚となる地点を桃色ハッチング

等層厚線図(柏原ほか(1976)に加筆)

Case5
(噴煙柱高度20km，拡散係数500m2/s)

Case9
(噴煙柱高度25km，拡散係数500m2/s)

Case10
(噴煙柱高度25km，拡散係数1000m2/s)

※1 給源と解析結果の50cm等層厚線上で最も遠い点を結んだ方向
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⑤-1 Yo-1(羊蹄山)-再現解析(8/8)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

【最適ケースの選定(手順③)】
○手順②で抽出した3ケースから，手順②で比較した地点において，解析層厚が文献層厚により近い地点が最も多いCase10を最適ケースとして選定

した。

検討地点
文献※1層厚
(cm)

解析主軸上における解析層厚(cm)※2

地点記号
恵庭岳からの

距離
(km)

Case5 Case9 Case10

A 8 159 564 442 375
B 10 98 340 290 287
C 13 136 526 453 363
D 29 48 201 136 184
E 43 37 46 59 53
F 46 60 50 43 51

等層厚線図(柏原ほか(1976)に加筆)

Case5
(噴煙柱高度20km，拡散係数500m2/s)

Case9
(噴煙柱高度25km，拡散係数500m2/s)

Case10
(噴煙柱高度25km，拡散係数1000m2/s)

※1 柏原ほか(1976)
※2 解析層厚が文献層厚により近い地点を赤字で表示
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標高2000～4000mの風向頻度分布(7月)
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標高2000～4000m
合成風速=4.6m/s

標高4000～6000m
合成風速=8.4m/s

標高6000～8000m
合成風速=11.2m/s

標高8000～10000m
合成風速=16.0m/s

標高10000～12000m
合成風速=19.8m/s

標高12000～14000m
合成風速=22.3m/s

標高14000～16000m
合成風速=18.9m/s

標高16000～18000m
合成風速=8.2m/s

標高18000～20000m
合成風速=2.1m/s

標高20000～22000m
合成風速=5.6m/s

標高22000～25000m
合成風速=9.5m/s

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

⑤-2 Yo-1(羊蹄山)-影響解析(1/4)- 一部修正(H26/3/12審査会合)

【影響解析に用いる仮想風の検討】
○敷地方向への仮想風を作成するため，月別の風を用いた解析を実施し，最も敷地に影響のある月を選定した。
○選定にあたっては，以下の風向及び風速を使用した。

・風向はバラツキを考慮するため，各標高において頻度分布を正規化し，(μ-σ)又は(μ+σ)のうち，より敷地に近づく方向を採用した。
・風速は，合成風速とした。

○例として，7月における風向頻度分布を以下に示す。
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⑤-2 Yo-1(羊蹄山)-影響解析(2/4)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

【影響解析に用いる仮想風の検討】
○風向のバラツキを考慮した月別の解析を実施した結果，敷地においては7月の降下量が最大となり，層厚0.01mmとなった。

★図内の数値は敷地に
おける層厚(mm)
(ρ=1000kg/m3)
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①敷地方向への風データの抽出

敷地方向への仮想風の作成手順

②抽出した風データの合成⇒仮想風

風速(仮想風) 風向(仮想風)風向データ(7月)

風データ抽出範囲
(295°～334°)

N：0°

Ｅ：90°

S：180°

W：270°

風向295°～334°の
出現頻度(7月)

標高 出現頻度

  2000～ 4000m 4.6%

  4000～ 6000m 1.9%

  6000～ 8000m 1.5%

  8000～10000m 1.3%

10000～12000m 1.2%

12000～14000m 0.6%

14000～16000m 0.2%

16000～18000m 0.5%

18000～20000m 4.3%

20000～22000m 6.1%

22000～25000m 1.6%

平均  2.2%

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

⑤-2 Yo-1(羊蹄山)-影響解析(3/4)- 一部修正(H26/3/12審査会合)

【影響解析に用いる仮想風の検討】
○風向のバラツキを考慮した月別解析の結果，最も敷地に影響のある7月を対象に，より厳しい条件を考慮した検討として，敷地方向へ

の仮想風を作成した。
○仮想風については，羊蹄山から敷地方向への主軸から±20°の風を抽出し，作成した。
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【敷地方向への仮想風を用いた検討】
○敷地方向への仮想風を用いた解析を実施した結果，敷地における降下火砕物(火山灰)の層厚は4.1cmとなった。

⑤-2 Yo-1(羊蹄山)-影響解析(4/4)-

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

41

N

★図内の数値は敷地に
おける層厚(mm)
(ρ=1000kg/m3)

(m)



278278 ３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．４ 設計に用いる降下火砕物の層厚

層厚評価結果

【敷地及び敷地近傍で確認される主な降下火砕物】
○敷地周辺に到達しているとされている降下火砕物を噴出する噴火と同規模の噴火の可能性が否定できない火山は白頭山(B-Tm)である。
○B-Tmと同規模の噴火において噴出される降下火砕物の層厚は，敷地において最大でも5～10cmと評価される。

【降下火砕物シミュレーション】
○En-a(恵庭岳)及びYo-1(羊蹄山)の層厚は，降下火砕物シミュレーションを実施した結果，以下の通りである。

・En-a(恵庭岳)：16cm
・Yo-1(羊蹄山)：4.1cm

○最も層厚の厚いEn-a(恵庭岳)のシミュレーション結果16cmを踏まえ，敷地における降下火砕物(火山灰)の層厚は，20cmとする。
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【密度】
○宇井編(1997)では，「乾燥した火山灰は密度が0.4-0.7であ

るが，湿ると1.2を超えることがある。」とされている。
○八木・三浦(2003)では，敷地周辺の広域降下火山灰である

支笏火山灰(Spfa-1)について，乾燥密度0.41-0.66g/cm3，
湿潤密度0.75-1.36g/cm3と記載されている。

○以上から，密度は，飽和状態も考慮し，保守的に以下の数値を
設定した。
・湿潤密度 ： 1.5g/cm3

・乾燥密度 ： 0.7g/cm3

【粒径】
○鈴木ほか(1973)に示される給源からの距離に応じた降下火

砕物の粒径分布(右図)を踏まえて設定する。
○降下火砕物シミュレーションの対象とした恵庭岳の敷地までの

距離は68.6kmであることから，右図の58km及び82kmの粒径
分布曲線を踏まえ，以下の数値を設定した。
・粒径 ： 4.0mm以下

○敷地において明瞭な火山灰を含む地層が認められないことから，設計で考慮する火山灰の密度及び粒径について，文献に示される値
から保守的に設定した。

設計で考慮する火山灰の密度・粒径 一部修正(H25/12/18審査会合)

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．５ 降下火砕物の密度・粒径

鈴木ほか(1973)に加筆

82kmの粒径分布曲線58kmの粒径分布曲線
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H28.2.5審査会合以降の経緯及び主な変更点

１．原子力発電所の火山影響評価ガイドの概要

２．立地評価

２．１ 原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出

２．２ 抽出された火山の火山活動に関する個別評価

２．３ 過去に巨大噴火が発生した火山（洞爺カルデラ）の個別評価

２．４ 過去に巨大噴火が発生した火山（支笏カルデラ）の個別評価

２．５ 過去に巨大噴火が発生していない火山（ニセコ・雷電火山群）の個別評価

２．６ 過去に巨大噴火が発生していない火山（羊蹄山）の個別評価

２．７ モニタリング

２．８ 立地評価まとめ

３．影響評価

３．１ 敷地において想定される火山事象

３．２ 降下火砕物（火山灰）の評価

３．２．１ 降下火砕物の層厚評価の概要

３．２．２ 敷地及び敷地近傍で確認される主な降下火砕物

３．２．３ 降下火砕物シミュレーション

３．２．４ 設計に用いる降下火砕物の層厚

３．２．５ 降下火砕物の密度・粒径

３．３ 影響評価まとめ
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３．３ 影響評価まとめ

【火山事象の抽出】

○敷地において想定される火山事象として，降下火砕物(火山灰)を抽出した。

○降下火砕物(火山灰)以外の火山事象については，敷地との距離，火山噴出物の分布，地形状況等から影響はないと評価される。

【降下火砕物(火山灰)の影響】

○層厚の評価は，文献調査，地質調査及び降下火砕物シミュレーションの結果を踏まえ設定した。

○密度については，密度試験の結果及び文献から保守的に設定した。

○粒度については，粒度試験結果より設定した。

項目 影響 設定根拠

降下火砕物層厚 20cm
文献調査，地質調査及び降下火砕物シ
ミュレーション結果を踏まえ設定

密度

湿潤密度 1.5g/cm3

文献を考慮し保守的に設定

乾燥密度 0.7g/cm3

粒径 4.0mm以下 文献に示される値を踏まえ設定

降下火砕物(火山灰)による影響

影響評価結果 一部修正(H28/2/5審査会合)
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