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土壌汚染・廃棄物等の
リスク評価・マネジメント

Risk assessment and 
management of soil and waste

モニタリング方法や環境
材料の開発・標準化

Development and 
standardization of 

monitoring method

リスクコミュニケーション
Risk communication

社会受容性・
持続可能性評価

Sustainable assessment
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自己紹介:Self introduction

新型コロナウイルスの
リスク評価

Risk assessment of covid-
19



4（図出典：
https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/）

環境省との関係：Relationship with the MOE

委員 委員
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放射性Csはどのように土壌に沈着したか？

放射性Cs

○福島第一原子力発電所の事故で環境中に放出されて、現在も残っているのは
137Csである。

○放射性Csの多くは、水に溶けやすい化学形で大気中を輸送され、主に雨や雪で
地表面に沈着し、固定化した。

不溶性放射性粒子として、

輸送されたものがあることも
確認されている。

水に溶けやすい化学形で大気中を輸送

事故で放出

雨や雪との衝突に

よる湿性沈着
乾性沈着
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空間線量率(2011年11月5日):Air dose rate(5th Nov. 2011)

文部科学省による 第 4 次航空機モニタリングの測定結果について
https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/airborne/air-dose/1910_1216.pdf

2011年11月5日
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左図：文部科学省による 第 4 次航空機モニタリングの測定結果について
https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/airborne/air-dose/1910_1216.pdf
右図：福島県及びその近隣県における航空機モニタリングの結果について 2 0 2 4 年 2 月 2 2 日 原子力規制委員会
https://radioactivity.nra.go.jp/cont/ja/results/airborne/air-dose/2023_18thAirbome_monitoring_press_japanese_R08.pdf

空間線量率:Air dose rate(5th Nov. 2011 – 27th Nov. 2023)

2011年11月5日
2023年11月27日
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2012-2017
環境回復に向けた除染
Decontamination

2012-
仮置き場
Temporary
Storage Site

除染プロセス：Decontamination process

約1300万m3の除去土壌、 
34万m3の焼却灰が発生
Generate over 13 million m3 

“removed soil” and “waste”
出展：除染アーカイブサイト
https://josen.env.go.jp/archive



10https://josen.env.go.jp/zone/
https://josen.env.go.jp/area/pdf/josen_gareki_progress_230227.pdf

除染実施区域（市町村除染）の
概要・進捗地図
Intensive contamination survey area

除染特別地域（国直轄除染）
の進捗状況地図
Special Decontamination Area

除染実施範囲：Area of deocntamination

https://josen.env.go.jp/zone/
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https://josen.env.go.jp/kyoten/
https://josen.env.go.jp/return/

特定復興再生拠点区域
Specified Reconstruction and 
Revitalization Base Areas
将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内

に、避難指示を解除して居住を可能とするものとして定めら
れる区域です。

2023年11月までに全ての特定復興再生拠点区域の避難指
示が解除されました。

特定帰還居住区域

将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域（特
定復興再生拠点区域を除く。）に、2020年代をかけて帰還意向
のある住民が帰還できるよう、必要な箇所の除染を進め、避難

指示を解除し、住民の帰還・居住を可能とするものとして定め
られる区域です。

除染実施範囲2：Area of deocntamination2

https://josen.env.go.jp/kyoten/
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2015-2045
中間貯蔵施設
The Interim
Storage Facility
(ISF)

The concentration 
of radioactive Cs 
in about 80% of 
the soils is below 
8000 Bq/kg.

除染プロセス2：Decontamination process2
中間貯蔵施設：The Interim Storage facility

2012-2017
環境回復に向けた除染
Decontamination

2012-
仮置き場
Temporary
Storage Site

約1300万m3の除去土壌、 
34万m3の焼却灰が発生
Generate over 13 million m3 

“removed soil” and “waste”
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From Google earth

Fukushima Daiichi NPS

Interim storage facility

Google earthの画像より
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• 仮保管場所 Stock Yards

• 受入・分別施設 Receiving and sorting facilities

• 土壌貯蔵施設 Soil Storage Facility

• 減容化施設 Temporary Incineration Facility and Temporary Ash Treatment Facility
• 廃棄物貯蔵施設 Waste Storage Facility

（図出典： https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/pdf/20231006_c.pdf）

中間貯蔵施設の概要:Overview of Interim storage facilty
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16（図出典：http://josen.env.go.jp/chukanchozou/about/）

中間貯蔵施設事業の流れ

http://josen.env.go.jp/chukanchozou/about/
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https://josen.env.go.jp/plaza/info/data/pdf/data_2410_04.pdf#page=3
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https://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/decommissioning/pdf/20231006_c.pdf

再生利用と減容化の必要性：Necessity for recycling and volume reduction.

再生利用

減容化

県外
最終
処分
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除去土壌の減容化技術: Volume reduction technology

◯ 除去土壌の放射性セシウム濃度を低減する技術。分級、化学処理、熱処理の３手法が検討され

ており、分級および熱処理は実証試験等を実施している。

◯ 分級処理：放射性セシウムが細かい粘土に対して吸着しやすい性質を利用し、細粒分を除去する

ことで放射性セシウム濃度を低減する方法。

◯ 化学処理：土壌に対して薬剤と熱を加えて、土壌に強固に吸着している放射性セシウムを抽出し

て浄化する方法

◯ 熱処理 ：土壌に対して、1000℃以上の熱を加えて、土壌から放射性セシウムを昇華させて分離

し、浄化する方法

（写真＆図：出典： http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/ ）
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除去土壌の再生利用：Recycling of decontaminated soil

（写真＆図：出典https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/recycling/）

• 利⽤先を管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等
• ⻑期間⼈為的な形質変更が想定されない盛⼟等の構造基盤の部材に限定
• 追加被ばく線量を制限するための放射能濃度の設定（施⼯中の追加被ばく線
量を1mSv/年（供⽤中はその1/100）

• 再⽣利⽤可能濃度は8,000Bq/㎏以下を原則とし、⽤途ごとに設定。
• 覆⼟等の遮へい、⾶散・流出の防⽌、記録の作成・保管等の適切な管理の下
で、再⽣資材を限定的に利⽤することとしています



21

飯舘村長泥地区での除去土壌の再生利用実証事業：
Demonstration project for Recycling in Nagadoro, Iitate villege

飯舘村長泥地区環境再生事業運営協議会（第16 回）資料
https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/recycling/pdf/recycling_iitate_2403.pdf

飯舘村長泥地区環境再生事業
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飯舘村長泥地区環境再生事業

飯舘村長泥地区環境再生事業運営協議会（第12 回）資料
https://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/recycling/pdf/recycling_iitate_2112_re04.pdf

飯舘村長泥地区での除去土壌の再生利用実証事業：
Demonstration project for Recycling in Nagadoro, Iitate villege
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2015-2045
中間貯蔵施設
The Interim
Storage Facility
(ISF)

The concentration 
of radioactive Cs 
in about 80% of 
the soils is below 
8000 Bq/kg.

2012-2017
環境回復に向けた除染
Decontamination

2012-
仮置き場
Temporary
Storage Site

約1300万m3の除去土壌、 
34万m3の焼却灰が発生
Generate over 13 million m3 

“removed soil” and “waste”

-2045
県外最終処分
Final disposal Site 
(FDS) out side of 
the Fukushima
or
再生利用
Recycling

The final disposal is 
required by law to be 
completed outside of the 
Prefecture within 30 years 
(By March 2045).

However, the location of 
the final disposal site and 
the consensus building 
process were under the 
discussion.

除染プロセス3：Decontamination process3
県外最終処分
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改正 JESCO 法の第 3 条第 2 項
• 『国は、前項の措置として、特に、 中間貯蔵を行うために必要な施設を整
備 し、及びその安全を確保するとともに、当該施設の周辺の地域の住
民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるほか、

中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために
必要な措置を講ずるものとする。」

県外最終処分に関して決まっていること

http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/

http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/
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工程表
Ministry of the Environment's schedule of processes

https://kankyosaisei.env.go.jp/jigyo/download/pdf/ten-years_history_2205.pdf
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最終処分・再生利用に向けて必要なこと
Necessary for final disposal and recycling

技術面だけでなく、経済的側面、社会
的側面、倫理的側面も重要
Re-use and FDS requires both 
Technical and Socio-economical 
elements

技術・テクノロジー面
Technical/ Technology aspect
• 環境安全性

Environmental safety
• 材料品質

Material quality
• 減容化技術

Volume reduction tech.
• 貯蔵技術

Storage tech.
• その他

社会経済的側面
Social and economical aspect

• 直接的コスト、便益
Direct cost, benefit

• 間接的コスト、便益（雇用）
Indirect cost, benefit

(社会的便益:Social benefit)
• 社会的受容:Social acceptance
• 公正な意思決定プロセス

Procedural fairness
• 信頼：Trust
• 分配的な公正

Distributive fairness
• 知識・リスク認知

Knowledge, Risk perception
• 関係者の意思決定への関与

Stakeholders Involvement in 
decision-making

• 地域の将来:Future of region
Takada et al., (2022); Shirai et al., (2023); 
Takada et al., (2024); Murakami et al.,(2023)
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10 Sep 2024

https://kankyosaisei.env.go.jp/next/internatio
nal/pdf/final-report_en.pdf
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Tentative summary of the research results and 
important factors for social acceptance of FDS

Factor Implication Reference

Risk perception
The higher perceived risk, the more opposed to final disposal, and the higher 
the perceived risk, the less accepting final disposal tends to be.

Takada et al., 
(2023); Shirai et 
al., (2023)

Social Benefit
The more social benefits are considered in relation to acceptance of disposal, 
the more likely people are to be receptive to it.

Shirai et al., 
(2023)

Trust for 
Government

The higher the trust in the government (Ministry of the Environment), the 
more likely they are to accept final disposal.

Shirai et al., 
(2023)

Interest and 
knowledge

Agreement was positively correlated with interest in the Nuclear accident, 
knowledge of decontamination and final disposal policy

Takada et al., 
(2023); 

Expectations of 
future 

generations 

The higher the expectations of future generations regarding acceptance of 
final disposal, the more likely they are to accept it. Shirai et al., 

(2023)

Procedural 
fairness(Decision 

process)

When accepting final disposal, opinion-aggregated or opinion-reflective 
decision-making shows higher social acceptance than top-down decision-
making. This indicates the importance of procedural fairness.

Takada et al., 
(2022) 
Murakami et al., 
(2023)

Distributive 
fairness(Number 

of the FDS)

Social acceptance is higher for 8 and 46 final disposal sites than for 1 final 
disposal site. This indicates the importance of distributive justice in social 
acceptance. Although it is practically difficult to build 46 final disposal sites, 
it is important to promote multiple sites, including for recycling.

Takada et al., 
(2022)



30

目次:Agenda
• 自己紹介

• Self introduction

• 除去土壌・廃棄物の現状

• The Current Situation of Decontaminated Soil and 
Waste

• 中間貯蔵施設地域におけるステークホルダーとの
取り組み

• Activities with Stakeholders in the Area of the 
Intermediate Storage Facility



31

中間貯蔵施設立地地域の元住民の皆さまとの連携した取り組み
Collaborative efforts with former residents of the area where the 
intermediate storage facility is located

Interim storage facility

Fukushima Daiichi
nuclear power plant

Hosoya District
Futaba Town

Okuma Town

1978年

2022年
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Relationship between Hosoya residents and AIST

2017
ICRP ダイアログ
ICRP Dialogue
at 山木屋
(Yamakiya)

2018
細谷の彼岸花を
山木屋に移植

Transportation 
Higanbana
from Hosoya
to Yamakiya

2018
山木屋での交流
Information
exchange 
Meeting
at Yamakiya 大橋さん、細谷地区 元区長

Yoichi Ohashi, 
Former head, Hosoya
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Workshop Map and memory

Site visit Field tour

Festival tour Handicraft transmission

地域住民への聞き取り調査：
Research with local stakeholder

• 細谷地区の大部分が中間
貯蔵施設になってしまい風
景がに変わってしまった。

• 地域へのアクセスは自由で
はなくなった。

• 故郷が失われた。
• この地域の記憶や記録を何
とかして保存したい。

• A large part of the Hosoya
district has been turned into 
an interim storage facility.

• The landscape has changed 
and access to the area is no 
longer free.

• The homeland has been lost.
• We want to somehow 

preserve the memories and 
records of this area.

大橋さんからのリスクエスト（2020年）
Request from former local residents.
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InterviewQuestionnaire
My home and vicinityCommunity Centre1
Mountain forestHayama Shrine2
Whole areaSea of Hosoya3
Rice fieldsRice fields4
Nuclear power plant Mountain forest5
My Home Tunnel6
PondPond7
Path to schoolCommon seeding facility8
TunnelHosoya River9
Community CentreFormer airfield site10

Results

Hosoya Community Centre

Former airfield site

細谷地区の重要な景観・場所：Important scenery and places in the Hosoya

羽山神社

細谷の海

公民館
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記憶をどのように残すか?   How do we preserve memories of Hosoya?

記憶地図：３D-digital Map of Memory

大字誌細谷：History book３D-プロジェクションマッピング
3D-projection mapping



37https://unit.aist.go.jp/georesenv/geoevaluation/ja/reports/5_hosoya.html



38https://unit.aist.go.jp/georesenv/geoevaluation/ja/reports/5_hosoya.html
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思い出を残すプロジェクトは環境省やJESCOも実施
Collaborating Work of JESCO, MOE and local people in the 
interim storage facility.

https://www.jesconet.co.jp/content/000005829.pdf
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過去と現在を知り、時間を過ごし、
未来へ向けて、一緒に考えること

Knowing the past and present, spending time, 
and thinking together about the future
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Thank you for your attention. 

I would like to thank everyone who supported this 
work and presentation.

And special Thanks.
Ohashi-san, Tanaka-san, Genkatsu-san,
Kanai-san, Momo-san, Igarashi-san, Fujii-san(AIST), 
Sakahara-san(元神戸大)

Ohnuma-sensei(北大), Murakami-sensei(阪大), 
Shirai-san(MRI), Shibata-san(北大). 
Annou-san(JESCO), Nishikawa-san, Ohno-san(MOE)


