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１ 敷地における各堆積物の推定分布図１．敷地における各堆積物の推定分布図
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敷地における各堆積物の推定分布図(1/3)

１．敷地における各堆積物の推定分布図

敷地における各堆積物の推定分布図(1/3)

○1,2号炉調査，3号炉調査及びその後の地質調査結果に基づき，敷地における岩内層，高位段丘堆積物(Hm3及びHm2)等の分布範囲
を推定した。

○推定範囲は，地質データが比較的充実している標高約40m～約70mとした。
各堆積物 推定分布図作成手順 以 とおり○各堆積物の推定分布図作成手順は以下のとおり。
・段丘認定により地層区分が確定している各断層開削調査箇所，F-1断層開削調査箇所近傍露頭及び追加火山灰調査箇所(C地点
及びG地点)を基本とする。
・敷地におけるボーリング調査結果について，上記調査箇所との層相対比や連続性を考慮し地層区分を行う。
・上記地層区分結果に地形状況等も考慮し，各堆積物の分布範囲を推定する。

原子炉建屋設置位置

凡 例

【調査箇所】
F-11断層開削調査箇所

トレンチ箇所

断層開削調査箇所

上記地層区分結果 地形状況等も考慮し，各堆積物の分布範囲を推定する。

C-2

C-3

岩内層

【岩内層推定分布範囲】F-1断層開削調査箇所
近傍露頭1

F-1断層開削調査箇所

C地点

岩内層に区分される地層を確
認したボーリング

G地点

露頭調査箇所

鉛直ボーリング

D-2

【地形面区分】

Hm2段丘面

Hm3段丘面

Mm1段丘面3号炉

1号炉 2号炉

C-1

岩内層
B-6

B-10

A-5

B-7 B-8

B-1

F-1断層開削調査箇所
近傍露頭2

F-4断層開削調査箇所

岩内層

B 1

図-1 岩内層の推定分布図

近傍露頭2
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敷地における各堆積物の推定分布図(2/3)

１．敷地における各堆積物の推定分布図

敷地における各堆積物の推定分布図(2/3)

・ボーリング調査結果(コア写真・柱状図)から
は段丘堆積物は確認できないが，離水後の
削剥等により消失した可能性も考えられる。

・段丘基盤である岩内層の形状を反映した段
丘面が判読されるものと考えられる。

・ボーリング調査結果(コア写真・柱状図)から
は段丘堆積物は確認できないが，離水後の
削剥等により消失した可能性も考えられる。

・段丘基盤である神恵内層の形状を反映した
段丘面が判読されるものと考えられる。

トレンチ箇所

断層開削調査箇所

凡 例

【調査箇所】

F-11断層開削調査箇所

原子炉建屋設置位置

Hm3段丘堆積物に区分され
る地層を確認したボーリング

河成の堆積物(高位段丘堆積
物相当)に区分される地層を
確認したボーリング

Hm2段丘堆積物に区分され

断層開削調査箇所

露頭調査箇所

鉛直ボーリング

F-1断層開削調査箇所
近傍露頭1

F-1断層開削調査箇所

C-2

C-3

C地点

G地点

D-9 D-3
D-4

河成の堆積物

Hm3段丘堆積物

Hm2段丘堆積物に区分され
る地層を確認したボーリング

3号炉

1号炉 2号炉

Hm3段丘堆積物

河成の堆積物

Hm2段丘堆積物

【段丘堆積物等推定分布範囲】

C-1

Hm2段丘堆積物

Hm2段丘堆積物

Hm3段丘堆積物

Hm3段丘堆積物

B-10

A-10 A-5
A-6

1-1

1-10

D 9 D-3

A-2

2-6

2-8

2-9

2-9’

D-6

A-11

A-3

A-12
A-4

E-1
E-2

1-8 1-9

E-3

Hm2段丘面

Hm3段丘面

Mm1段丘面

段 積

【地形面区分】

F-1断層開削調査箇所
近傍露頭2

F-4断層開削調査箇所

B-2
B-3

B-4

B-5
3J-4

3-5

図-2 段丘堆積物等の推定分布図

近傍露頭2
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敷地における各堆積物の推定分布図(3/3)

１．敷地における各堆積物の推定分布図

敷地における各堆積物の推定分布図(3/3)

F-11断層開削調査箇所

トレンチ箇所

断層開削調査箇所

凡 例

【調査箇所】

原子炉建屋設置位置

C-2

C-3

F-1断層開削調査箇所
近傍露頭1

F-1断層開削調査箇所

C地点

G地点

断層開削調査箇所

露頭調査箇所

Hm3段丘堆積物

Hm2段丘堆積物

岩内層

【段丘堆積物等推定分布範囲】

3号炉

1号炉 2号炉

C-1

【基盤】

Hm2段丘面

Hm3段丘面

Mm1段丘面

【地形面区分】

F-1断層開削調査箇所
近傍露頭2

F-4断層開削調査箇所

基盤上面標高の等高線

ピッチ：5m

※基盤等高線の着色は遷緩線
を境に色分けを行い，緩やか
な平坦面部を淡色，崖部を

図-3 岩内層及び高位段丘堆積物の推定分布図(基盤等高線着色図との重ね図)

近傍露頭2
な平 面部 淡色，崖部
濃色で示している。
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２ 岩内層に区分される地層を確認したボ リング調査結果２．岩内層に区分される地層を確認したボーリング調査結果
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岩内層に区分される地層を確認したボーリング調査結果

２．岩内層に区分される地層を確認したボーリング調査結果

岩内層に区分される地層を確認したボーリング調査結果

○各断層開削調査箇所，F-1断層開削調査箇所近傍露頭及び追加火山灰調査箇所との層相対比や連続性を考慮し，岩内層に区分され
る地層を確認したボーリング調査箇所のコア写真及び柱状図を以降に示す。

○なお，当該ボーリング調査は，1，2号炉調査時のものであり，主に基礎地盤の地質構造の把握及び安定性検討の基礎資料を取得する
目的 実施したも あ目的で実施したものである。
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A-5ボーリングコア写真・柱状図

２．岩内層に区分される地層を確認したボーリング調査結果

A-5ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝63.06m

岩内層

Hm2段丘堆積物

積
物

H
m
2
段

丘
堆

積

基盤岩

岩
内

層

柱状図(A-5：深度0～21m)

コア写真(A-5：深度0～21m)
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B-1ボーリングコア写真・柱状図

２．岩内層に区分される地層を確認したボーリング調査結果

B-1ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝54.53m

岩内層

岩
内

層

基盤岩

岩

コア写真(B-1：深度0～21m)

柱状図(B-1：深度0～21m)
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B-6ボーリングコア写真・柱状図

２．岩内層に区分される地層を確認したボーリング調査結果

B-6ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝48.44m

岩内層

基盤岩

岩
内
層

コア写真(B-6：深度0～21m)

柱状図(B-6：深度0～21m)
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B-7ボーリングコア写真・柱状図

２．岩内層に区分される地層を確認したボーリング調査結果

B-7ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝49.03m

岩内層

基盤岩

岩
内
層

コア写真(B-7：深度0～21m)

柱状図(B-7：深度0～21m)
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B-8ボーリングコア写真・柱状図

２．岩内層に区分される地層を確認したボーリング調査結果

B-8ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝50.09m

岩内層

基盤岩 岩
内

層

コア写真(B-8：深度0～21m)

柱状図(B-8：深度0～21m)
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B-10ボーリングコア写真・柱状図

２．岩内層に区分される地層を確認したボーリング調査結果

B-10ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝55.81m

河成の堆積物

岩内層

河
成
の
堆
積
物

基盤岩

岩
内

層

コア写真(B-10：深度0～21m)

柱状図(B-10：深度0～21m)
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D-2ボーリングコア写真・柱状図

２．岩内層に区分される地層を確認したボーリング調査結果

D-2ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝71.51m

岩内層

基盤岩

岩
内

層

コア写真(D-2：深度0～21m)

柱状図(D-２：深度0～21m)
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３ Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボ リング調査結果３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果
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Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

○各断層開削調査箇所，F-1断層開削調査箇所近傍露頭及び追加火山灰調査箇所との層相対比や連続性を考慮し，Hm2段丘堆積物
に区分される地層を確認したボーリング調査箇所のコア写真及び柱状図を以降に示す。

○なお，当該ボーリング調査は，1，2号炉調査時のものであり，主に基礎地盤の地質構造の把握及び安定性検討の基礎資料を取得する
目的 実施したも あ目的で実施したものである。
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1-1ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

1-1ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝57.68m

Hm2段丘堆積物

基盤岩

段
丘
堆

積
物

H
m
2

柱状図(1-1：深度0～21m)

コア写真(1-1：深度0～21m)
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1-10ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

1-10ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝59.55m

Hm2段丘堆積物

積
物

基盤岩

H
m
2
段

丘
堆

積

柱状図(1-10：深度0～21m)

コア写真(1-10：深度0～21m)
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2-6ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

2-6ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝62.41m

Hm2段丘堆積物

物

基盤岩 H
m
2
段

丘
堆

積
物

柱状図(2-6：深度0～21m)

コア写真(2-6：深度0～21m)
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2-8ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

2-8ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝56.98m

Hm2段丘堆積物

物

基盤岩

H
m
2
段

丘
堆

積
物

柱状図(2-8：深度0～21m)

コア写真(2-8：深度0～21m)
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2-9ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

2-9ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝60.83m

Hm2段丘堆積物

基盤岩

H
m
2
段

丘
堆

積
物

基盤岩

柱状図(2-9：深度0～21m)

コア写真(2-9：深度0～21m)
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2-9’ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

2-9 ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝60.64m

Hm2段丘堆積物

基盤岩

H
m
2
段

丘
堆

積
物

基盤岩

柱状図(2-9’：深度0～21m)

コア写真(2-9’：深度0～21m)
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A-2ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

A-2ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝63.03m

Hm2段丘堆積物

m
2
段

丘
堆

積
物

基盤岩

H
m

柱状図(A-2：深度0～21m)

コア写真(A-2：深度0～21m)
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A-3ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

A-3ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝63.38m

深度0～7mのボーリングコア写真は現存しない。

基盤岩 H
m
2
段

丘
堆

積
物

段丘堆積物 基盤岩 HHm2段丘堆積物

柱状図(A-3：深度0～21m)

コア写真(A-3：深度7～21m)
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A-4ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

A-4ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝61.15m

Hm2段丘堆積物

積
物

基盤岩

H
m
2
段

丘
堆

柱状図(A-4：深度0～21m)

コア写真(A-4：深度0～21m)
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A-5ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

A-5ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝63.06m

岩内層

Hm2段丘堆積物

積
物

H
m
2
段

丘
堆

積

基盤岩

岩
内

層

柱状図(A-5：深度0～21m)

コア写真(A-5：深度0～21m)
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A-6ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

A-6ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝57.84m

基盤岩

丘
堆

積
物

Hm2段丘堆積物

H
m
2
段
丘

柱状図(A-6：深度0～21m)

コア写真(A-6：深度0～21m)
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A-11ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

A-11ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝65.03m

Hm2段丘堆積物

2
段

丘
堆

積
物

基盤岩 H
m
2

柱状図(A-11：深度0～21m)

コア写真(A-11：深度0～21m)
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A-12ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

A-12ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝60.68m

Hm2段丘堆積物

基盤岩

丘
堆
積
物

H
m
2
段

柱状図(A-12：深度0～21m)

コア写真(A-12：深度0～21m)
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D-3ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

D-3ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝69.62m

H 2段丘堆積物

物

Hm2段丘堆積物

基盤岩

H
m
2
段

丘
堆

積
物

柱状図(D-3：深度0～21m)

コア写真(D-3：深度0～21m)
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D-4ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

D-4ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝62.75m

Hm2段丘堆積物

基盤岩

丘
堆
積
物

H
m
2
段
丘

柱状図(D-4：深度0～21m)

コア写真(D-4：深度0～21m)
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D-6ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

D-6ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝76.31m

Hm2段丘堆積物

基盤岩 段
丘

堆
積

物

基盤岩

H
m
2
段

柱状図(D-6：深度0～21m)

コア写真(D-6：深度0～21m)
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D-9ボーリングコア写真・柱状図

３．Hm2段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

D-9ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝70.17m

Hm2段丘堆積物

基盤岩

H
m
2
段

丘
堆

積
物

柱状図(D-9：深度0～21m)

コア写真(D-9：深度0～21m)
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４ Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボ リング調査結果４．Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果
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Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

４．Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

○各断層開削調査箇所，F-1断層開削調査箇所近傍露頭及び追加火山灰調査箇所との層相対比や連続性を考慮し，Hm3段丘堆積物
に区分される地層を確認したボーリング調査箇所のコア写真及び柱状図を以降に示す。

○なお，当該ボーリング調査は，1，2号炉調査及び3号炉調査時のものであり，主に基礎地盤の地質構造の把握及び安定性検討の基礎
資料を取得す 目的 実施したも あ資料を取得する目的で実施したものである。
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1-8ボーリングコア写真・柱状図

４．Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

1-8ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝53.55m

Hm3段丘堆積物

基盤岩
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3
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丘
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積
物

柱状図(1-8：深度0～21m)

コア写真(1-8：深度0～21m)
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1-9ボーリングコア写真・柱状図

４．Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

1-9ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝51.64m

Hm3段丘堆積物

積
物

基盤岩

H
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丘
堆

柱状図(1-9：深度0～21m)

コア写真(1-9：深度0～21m)
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B-2ボーリングコア写真・柱状図

４．Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

B-2ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝54.19m

Hm3段丘堆積物

基盤岩

H
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3
段

丘
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積
物

柱状図(B-2：深度0～21m)

コア写真(B-2：深度0～21m)
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B-3ボーリングコア写真・柱状図

４．Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

B-3ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝54.92m

Hm3段丘堆積物

基盤岩
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丘

堆
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物
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柱状図(B-3：深度0～21m)

コア写真(B-3：深度0～21m)
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B-4ボーリングコア写真・柱状図

４．Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

B-4ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝48.57m

Hm3段丘堆積物

基盤岩

H
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丘
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物

H

柱状図(B-4：深度0～21m)

コア写真(B-4：深度0～21m)
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B-5ボーリングコア写真・柱状図

４．Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

B-5ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝46.50m

基盤岩
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物
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丘
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柱状図(B-5：深度0～21m)

コア写真(B-5：深度0～21m)
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E-1ボーリングコア写真・柱状図

４．Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

E-1ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝53.62m

Hm3段丘堆積物

基盤岩
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丘
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物

柱状図(E-1：深度0～21m)

コア写真(E-1：深度0～21m)
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E-2ボーリングコア写真・柱状図

４．Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

E-2ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝54.29m

Hm3段丘堆積物

基盤岩
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段

丘
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積
物

柱状図(E-2：深度0～21m)

コア写真(E-2：深度0～21m)
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E-3ボーリングコア写真・柱状図

４．Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

E-3ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝51.10m

Hm3段丘堆積物

基盤岩
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丘
堆
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物

Hm3段丘堆積物

H

柱状図(E-3：深度0～21m)

コア写真(E-3：深度0～21m)
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3-5ボーリングコア写真・柱状図

４．Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

3-5ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝47.78m

Hm3段丘堆積物

基盤岩

H
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丘
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物

柱状図(3-5：深度0～20m)

コア写真(3-5：深度0～20m)
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3J-4ボーリングコア写真・柱状図

４．Hm3段丘堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

3J-4ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝47.43m

基盤岩

Hm3段丘堆積物

H
m
3
段

丘
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柱状図(3J-4：深度0～20m)

コア写真(3J-4：深度0～20m)
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５ 河成の堆積物に区分される地層を確認したボ リング調査結果５．河成の堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果
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河成の堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

５．河成の堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

河成の堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

○各断層開削調査箇所，F-1断層開削調査箇所近傍露頭及び追加火山灰調査箇所との層相対比や連続性を考慮し，河成の堆積物に
区分される地層を確認したボーリング調査箇所のコア写真及び柱状図を以降に示す。

○なお，当該ボーリング調査は，1，2号炉調査時のものであり，主に基礎地盤の地質構造の把握及び安定性検討の基礎資料を取得する
目的 実施したも あ目的で実施したものである。
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A-10ボーリングコア写真・柱状図

５．河成の堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

A-10ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝53.54m

河成の堆積物

河
成
の
堆
積
物

基盤岩

柱状図(A-10：深度0～21m)

コア写真(A-10：深度0～21m)
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B-10ボーリングコア写真・柱状図

５．河成の堆積物に区分される地層を確認したボーリング調査結果

B-10ボーリングコア写真・柱状図

孔口標高＝55.81m

河成の堆積物

岩内層

河
成
の
堆
積
物

基盤岩

岩
内

層

コア写真(B-10：深度0～21m)

柱状図(B-10：深度0～21m)


