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付録 

 

本報告書の第 4 章において C/E 値及び Gd 同位体原子個数比の算出に使用した測定値及び

計算値を表 A.1 から表 A.9 に示す。また、第 5 章において実効増倍率の差異を求めるために

使用した実効増倍率の計算値を表 A.10 及び表 A.11 に示す。 
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表 A.1 SF98 における核種生成量の測定値[g/tHM]7) 

 
*239Pu は照射直後の 239Pu と 239Np の合計値である。 

  

SF98-3 SF98-4 SF98-5 SF98-6 SF98-7 SF98-8
Exp [GWd/t] 36.9 42.4 44.0 39.9 39.4 27.2

235U 8.142×103 5.966×103 6.315×103 9.062×103 9.357×103 1.545×104

236U 4.994×103 5.284×103 5.307×103 5.140×103 5.140×103 4.291×103

238U 9.406×105 9.358×105 9.328×105 9.334×105 9.332×105 9.431×105

237Np 3.346×102 4.318×102 3.862×102 5.157×102 4.573×102 2.918×102

238Pu 1.167×102 1.678×102 1.936×102 1.692×102 2.083×102 9.544×101

239Pu* 3.694×103 3.792×103 4.265×103 5.305×103 5.628×103 5.341×103

240Pu 2.135×103 2.458×103 2.613×103 2.630×103 2.668×103 1.816×103

241Pu 8.949×102 1.032×103 1.172×103 1.292×103 1.355×103 9.079×102

242Pu 4.623×102 6.622×102 6.939×102 5.431×102 5.439×102 2.220×102

241Am 3.271×101 3.417×101 3.734×101 4.091×101 4.388×101 3.295×101

143Nd 8.234×102 8.486×102 9.039×102 9.199×102 9.183×102 7.358×102

144Nd 1.275×103 1.492×103 1.476×103 1.284×103 1.207×103 7.478×102

145Nd 7.648×102 8.423×102 8.667×102 7.950×102 7.845×102 5.770×102

146Nd 7.629×102 8.916×102 9.320×102 8.427×102 8.330×102 5.550×102

148Nd 4.058×102 4.662×102 4.850×102 4.407×102 4.356×102 2.997×102

150Nd 1.867×102 2.193×102 2.294×102 2.098×102 2.080×102 1.389×102

134Cs 1.329×103 1.577×103 1.588×103 1.508×103 1.559×103 9.494×102

137Cs 1.010×102 1.407×102 1.553×102 1.514×102 1.621×102 6.979×101

154Eu 1.818×101 2.413×101 2.601×101 2.931×101 2.924×101 1.708×101

147Sm 3.091×102 3.207×102 3.025×102 2.891×102 2.800×102 2.454×102

148Sm 1.531×102 1.971×102 2.022×102 1.855×102 1.852×102 1.079×102

149Sm 2.553×100 2.502×100 3.701×100 3.374×100 4.199×100 4.082×100

150Sm 3.309×102 3.865×102 3.808×102 3.536×102 3.505×102 2.408×102

151Sm 9.192×100 9.738×100 1.039×101 1.272×101 1.310×101 1.245×101

152Sm 1.425×102 1.555×102 1.432×102 1.233×102 1.222×102 9.771×101

154Sm 3.950×101 4.828×101 4.912×101 4.377×101 4.472×101 2.933×101

Isotope
Experimental results [g/tHM]
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表 A.2 SF99 における核種生成量の測定値[g/tHM] 7) 

 
*239Pu は照射直後の 239Pu と 239Np の合計値である。 

  

SF99-2 SF99-3 SF99-4 SF99-5 SF99-6 SF99-7 SF99-8 SF99-9
Exp [GWd/t] 22.6 32.4 35.4 37.4 32.4 32.1 21.8 16.6

235U 1.398×104 8.657×103 6.981×103 7.381×103 1.046×104 1.092×104 1.575×104 1.906×104

236U 3.467×103 4.251×103 4.480×103 4.522×103 4.295×103 4.251×103 3.458×103 2.833×103

238U 9.522×105 9.452×105 9.432×105 9.394×105 9.409×105 9.403×105 9.493×105 9.538×105

237Np 2.177×102 3.632×102 3.666×102 4.617×102 4.146×102 4.464×102 2.758×102 1.975×102

238Pu 3.961×101 9.696×101 1.145×102 1.234×102 1.374×102 1.377×102 6.476×101 3.427×101

239Pu* 3.907×103 3.980×103 3.865×103 4.549×103 5.633×103 6.036×103 5.448×103 4.731×103

240Pu 1.519×103 2.131×103 2.293×103 2.535×103 2.445×103 2.487×103 1.647×103 1.182×103

241Pu 6.763×102 9.452×102 1.010×103 1.196×103 1.263×103 1.313×103 8.332×102 5.372×102

242Pu 1.896×102 4.374×102 5.573×102 6.073×102 4.334×102 4.215×102 1.723×102 8.334×101

241Am 2.110×101 3.950×101 3.410×101 4.363×101 4.558×101 4.848×101 3.619×101 2.885×101

143Nd 6.136×102 7.627×102 7.808×102 8.397×102 7.984×102 8.089×102 6.143×102 5.007×102

144Nd 6.537×102 1.321×103 1.203×103 1.166×103 9.321×102 8.171×102 5.531×102 4.406×102

145Nd 4.917×102 6.728×102 7.198×102 7.511×102 6.519×102 6.509×102 4.671×102 3.705×102

146Nd 4.476×102 6.610×102 7.314×102 7.774×102 6.671×102 6.645×102 4.397×102 3.307×102

148Nd 2.486×102 3.570×102 3.903×102 4.130×102 3.575×102 3.556×102 2.411×102 1.837×102

150Nd 1.142×102 1.674×102 1.844×102 1.979×102 1.735×102 1.724×102 1.136×102 8.436×101

134Cs 8.515×102 1.231×103 1.346×103 1.427×103 1.249×103 1.266×103 8.343×102 6.329×102

137Cs 4.643×101 9.117×101 1.126×102 1.306×102 1.137×102 1.193×102 5.684×101 3.213×101

154Eu 1.022×101 1.792×101 1.992×101 2.465×101 2.549×101 2.659×101 1.404×101 8.215×100

147Sm NoData 2.609×102 NoData 2.770×102 NoData 2.436×102 1.965×102 1.633×102

148Sm NoData 1.167×102 NoData 1.579×102 NoData 1.343×102 7.545×101 4.483×101

149Sm NoData 2.469×100 NoData 2.723×100 NoData 3.426×100 2.959×100 2.600×100

150Sm NoData 2.676×102 NoData 3.246×102 NoData 2.778×102 1.830×102 1.313×102

151Sm NoData 8.490×100 NoData 1.025×101 NoData 1.294×101 1.155×101 9.999×100

152Sm NoData 1.179×102 NoData 1.272×102 NoData 1.024×102 7.730×101 6.172×101

154Sm NoData 3.353×101 NoData 4.215×101 NoData 3.579×101 2.211×101 1.540×101

Isotope
Experimental results [g/tHM]
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表 A.3 SF98 における核種生成量の SWAT4.0 の計算値[g/tHM] 

 
*239Pu は照射直後の 239Pu と 239Np の合計値である。 

  

SF98-3 SF98-4 SF98-5 SF98-6 SF98-7 SF98-8
Exp [GWd/t] 36.9 42.4 44.0 39.9 39.4 27.2

235U 8.301×103 6.229×103 6.300×103 8.716×103 9.133×103 1.550×104

236U 4.916×103 5.202×103 5.273×103 5.080×103 5.059×103 4.139×103

238U 9.407×105 9.360×105 9.332×105 9.347×105 9.346×105 9.438×105

237Np 3.420×102 4.249×102 4.713×102 4.565×102 4.569×102 2.888×102

238Pu 1.175×102 1.748×102 2.135×102 1.955×102 1.967×102 8.399×101

239Pu* 3.659×103 3.840×103 4.315×103 5.002×103 5.203×103 4.988×103

240Pu 2.100×103 2.383×103 2.594×103 2.536×103 2.550×103 1.741×103

241Pu 8.671×102 1.039×103 1.175×103 1.203×103 1.220×103 8.179×102

242Pu 4.439×102 6.330×102 6.853×102 5.347×102 5.146×102 2.069×102

241Am 2.682×101 2.824×101 3.189×101 3.751×101 3.875×101 3.211×101

143Nd 8.366×102 8.755×102 9.089×102 9.171×102 9.183×102 7.421×102

144Nd 1.241×103 1.474×103 1.499×103 1.280×103 1.249×103 7.911×102

145Nd 7.714×102 8.522×102 8.723×102 8.064×102 7.966×102 5.878×102

146Nd 7.768×102 9.072×102 9.482×102 8.504×102 8.395×102 5.597×102

148Nd 4.072×102 4.673×102 4.861×102 4.414×102 4.359×102 3.005×102

150Nd 1.888×102 2.209×102 2.324×102 2.105×102 2.080×102 1.387×102

134Cs 1.108×102 1.525×102 1.735×102 1.488×102 1.471×102 7.107×101

137Cs 1.339×103 1.536×103 1.597×103 1.448×103 1.429×103 9.842×102

154Eu 1.850×101 2.420×101 2.820×101 2.756×101 2.802×101 1.548×101

147Sm 2.805×102 2.903×102 2.927×102 2.811×102 2.747×102 2.296×102

148Sm 1.435×102 1.889×102 2.075×102 1.808×102 1.788×102 9.591×101

149Sm 2.379×100 2.638×100 2.873×100 3.017×100 3.076×100 2.754×100

150Sm 2.885×102 3.382×102 3.568×102 3.231×102 3.196×102 2.160×102

151Sm 7.774×100 8.448×100 9.517×100 1.058×101 1.098×101 1.030×101

152Sm 1.275×102 1.361×102 1.330×102 1.190×102 1.164×102 9.027×101

154Sm 3.437×101 4.221×101 4.544×101 4.051×101 4.004×101 2.441×101

Isotope
Calculation results [g/tHM]
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国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。
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乗数 名称 名称記号 記号乗数



国際単位系（SI）

1024 ヨ タ Ｙ 10-1 デ シ d
1021 ゼ タ Ｚ 10-2 セ ン チ c
1018 エ ク サ Ｅ 10-3 ミ リ m
1015 ペ タ Ｐ 10-6 マイクロ µ
1012 テ ラ Ｔ 10-9 ナ ノ n
109 ギ ガ Ｇ 10-12 ピ コ p
106 メ ガ Ｍ 10-15 フェムト f
103 キ ロ ｋ 10-18 ア ト a
102 ヘ ク ト ｈ 10-21 ゼ プ ト z
101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y

表５．SI 接頭語

名称 記号 SI 単位による値

分 min 1 min=60 s
時 h 1 h =60 min=3600 s
日 d 1 d=24 h=86 400 s
度 ° 1°=(π/180) rad
分 ’ 1’=(1/60)°=(π/10 800) rad
秒 ” 1”=(1/60)’=(π/648 000) rad

ヘクタール ha 1 ha=1 hm2=104m2

リットル L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3

トン t 1 t=103 kg

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

電 子 ボ ル ト eV 1 eV=1.602 176 53(14)×10-19J
ダ ル ト ン Da 1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
統一原子質量単位 u 1 u=1 Da
天 文 単 位 ua 1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの

名称 記号 SI 単位で表される数値

キ ュ リ ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq
レ ン ト ゲ ン R 1 R = 2.58×10-4C/kg
ラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gy
レ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Sv
ガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9T
フ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15m
メートル系カラット 1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ト ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J （｢熱化学｣カロリー）

ミ ク ロ ン µ  1 µ =1µm=10-6m

表10．SIに属さないその他の単位の例

カ ロ リ ー cal

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
　コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。

　実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
　示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。

(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。

(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの

　 単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。

(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。

(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度

　　（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
 　　を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

名称 記号
SI 基本単位による

表し方

秒ルカスパ度粘 Pa s m-1 kg s-1

力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2

表 面 張 力 ニュートン毎メートル N/m kg s-2

角 速 度 ラジアン毎秒 rad/s m m-1 s-1=s-1

角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2 m m-1 s-2=s-2

熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル W/m2 kg s-3

熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン J/K m2 kg s-2 K-1

比熱容量，比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K) m2 s-2 K-1

比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム J/kg m2 s-2

熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1

体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3 m-1 kg s-2

電 界 の 強 さ ボルト毎メートル V/m m kg s-3 A-1

電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル C/m3 m-3 s A
表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2 m-2 s A
誘 電 率 ファラド毎メートル F/m m-3 kg-1 s4 A2

透 磁 率 ヘンリー毎メートル H/m m kg s-2 A-2

モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル J/mol m2 kg s-2 mol-1

モルエントロピー, モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1

照射線量（Ｘ線及びγ線） クーロン毎キログラム C/kg kg-1 s A
吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gy/s m2 s-3

放 射 強 度 ワット毎ステラジアン W/sr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3

放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3

酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3 m-3 s-1 mol

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

組立量
SI 組立単位

名称 記号

面 積 平方メートル m2

体 積 立方メートル m3

速 さ ， 速 度 メートル毎秒 m/s
加 速 度 メートル毎秒毎秒 m/s2

波 数 毎メートル m-1

密 度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kg/m2

比 体 積 立方メートル毎キログラム m3/kg
電 流 密 度 アンペア毎平方メートル A/m2

磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル A/m
量 濃 度 (a) ， 濃 度 モル毎立方メートル mol/m3

質 量 濃 度 キログラム毎立方メートル kg/m3

輝 度 カンデラ毎平方メートル cd/m2

屈 折 率 (b) （数字の）　１ 1
比 透 磁 率 (b) （数字の）　１ 1

組立量
SI 組立単位

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例

名称 記号
他のSI単位による

表し方
SI基本単位による

表し方
平 面 角 ラジアン(ｂ) rad 1（ｂ） m/m
立 体 角 ステラジアン(ｂ) sr(c) 1（ｂ） m2/m2

周 波 数 ヘルツ（ｄ） Hz s-1

ントーュニ力 N m kg s-2

圧 力 , 応 力 パスカル Pa N/m2 m-1 kg s-2

エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2

仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット W J/s m2 kg s-3

電 荷 , 電 気 量 クーロン A sC
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト V W/A m2 kg s-3 A-1

静 電 容 量 ファラド F C/V m-2 kg-1 s4 A2

電 気 抵 抗 オーム Ω V/A m2 kg s-3 A-2

コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S A/V m-2 kg-1 s3 A2

バーエウ束磁 Wb Vs m2 kg s-2 A-1

磁 束 密 度 テスラ T Wb/m2 kg s-2 A-1

イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H Wb/A m2 kg s-2 A-2

セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ) ℃ K
ンメール束光 lm cd sr(c) cd

スクル度照 lx lm/m2 m-2 cd
放射性核種の放射能（ ｆ ） ベクレル（ｄ） Bq s-1

吸収線量, 比エネルギー分与,
カーマ

グレイ Gy J/kg m2 s-2

線量当量, 周辺線量当量,
方向性線量当量, 個人線量当量

シーベルト（ｇ） Sv J/kg m2 s-2

酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位

組立量

名称 記号 SI 単位で表される数値

バ ー ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa
オングストローム Å １Å=0.1nm=100pm=10-10m
海 里 Ｍ １M=1852m
バ ー ン b １b=100fm2=(10-12cm)  =10-28m22

ノ ッ ト kn １kn=(1852/3600)m/s
ネ ー パ Np
ベ ル Ｂ

デ シ ベ ル dB       

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

SI単位との数値的な関係は、
　　　　対数量の定義に依存。

名称 記号

長 さ メ ー ト ル m
質 量 キログラム kg
時 間 秒 s
電 流 ア ン ペ ア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量 モ ル mol
光 度 カ ン デ ラ cd

基本量
SI 基本単位

表１．SI 基本単位

名称 記号 SI 単位で表される数値

エ ル グ erg 1 erg=10-7 J
ダ イ ン dyn 1 dyn=10-5N
ポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1

ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2

フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =104lx
ガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
ガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4T
エルステッド（ ａ ） Oe 1 Oe　  (103/4π)A m-1

表９．固有の名称をもつCGS組立単位

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「　　 」

　　 は対応関係を示すものである。
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