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1. 共通事項
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1.1 対象設備 

耐震安全性評価の対象とする屋外重要土木構造物は，Ｓクラスの機器・配管の間接支持構造物

若しくは非常時における海水の通水機能・貯水機能を求められる取水構造物，屋外二重管，貯留

堰，常設代替高圧電源装置置場及び常設代替高圧電源装置用カルバートである。 

また，同様に耐震安全性評価の対象とする「常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備」及び「常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設」に該当する土木構造物である代替淡水貯槽，常設低圧代替注水系ポンプ室，常設

低圧代替注水系配管カルバート，格納容器圧力逃がし装置用カルバート，緊急用海水ポンプピッ

ト，緊急用海水取水管，ＳＡ用海水ピット，海水引込み管，ＳＡ用海水ピット取水塔，緊急時対

策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎，可搬型設備用軽油タンク基礎についても記載する。 

なお，防潮堤及び貯留堰については，津波防護施設としての耐震安全性評価を別途実施する。 

これらの屋外重要土木構造物等の位置図を第 1.1－1 図に示す。 
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1.4 屋外重要土木構造物の耐震評価における断面選定の考え方 

1.4.1 方針 

屋外重要土木構造物の評価対象断面については，構造物の形状，配置，荷重条件及び地質

構造等を考慮し，耐震評価上最も厳しくなると考えられる位置を評価対象断面とする。 

評価対象断面の選定の流れについて以下に示す。 

① 耐震評価候補断面の整理

以下の観点にて，耐震評価候補断面を整理する。

・間接支持される機器・配管系の有無及び設置位置

・構造的特徴（部材厚，内空断面，断面急変部，構造物間の連結部等）

・周辺状況（上載荷重，地盤条件変化部，隣接する構造物）

・地震力の特性（地質構造）

・機器・構造物への加速度応答算出位置（加速度応答特性）

  等 

② 評価対象断面の選定

①にて整理した耐震評価候補断面に対して，間接支持される機器・配管系の有無，構造的

特徴，周辺状況及び地震力の特性等が耐震評価結果に及ぼす影響の観点から，耐震評価上厳

しいと考えられる断面を評価対象断面として絞込む。  

また，長尺な構造物である屋外二重管，常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル

部），緊急用海水取水管及び海水引込み管については，地震力の特性（地質構造）を確認す

るため１次元地震応答解析を行い，評価対象断面の絞込みを行う。 

なお，各条件（構造的特徴，周辺状況等）を組合せた断面を作成し，保守的な条件設定に

より評価を実施する場合がある。 

更に，機器・配管系への加速度応答を算出するため，評価対象以外の断面について地震応

答解析を実施する場合がある。 
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1.4.4 常設代替高圧電源装置置場及び西側淡水貯水設備の断面選定の考え方 

第 1.4.4－1 図及び第 1.4.4－2図に，常設代替高圧電源装置置場（以下，「電源装置置

場」という。）の平面図及び電源装置置場に設置される設備の概略位置図を示す。また，

第 1.4.4－3 図に電源装置置場の断面図を示す。 

電源装置置場は，常設代替高圧電源装置，軽油貯蔵タンク及び水密扉等の間接支持機能

を有する。また，電源装置置場下部（EL.-21.0 m）を西側淡水貯水設備として使用する。 

電源装置置場は，東西方向 56.5 m，南北方向 46.0 m，高さ 47.0 m の鉄筋コンクリート

構造物であり，十分な支持性能を有する岩盤に直接設置する。東西方向に対して複数の断

面形状を示すが，構造的には多層多連ボックスカルバート状のラーメン構造である。 
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第 1.4.4－1 図（1） 電源装置置場の平面配置図（全体平面図） 

第 1.4.4－1 図（2） 電源装置置場の平面配置図（拡大図） 

常設代替高圧電源装置置場 
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第 1.4.4－2 図（1） 電源装置置場の設備概略位置図 

（EL.+11.0 m，常設代替高圧電源装置及び水密扉） 
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第 1.4.4－3 図（2） 電源装置置場の設備概略位置図 

（EL.+2.0 m，軽油貯蔵タンク） 
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第 1.4.4－2 図（3） 電源装置置場の設備概略位置図 

（EL.-21.0 m，西側淡水貯水設備） 
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第 1.4.4－3 図（1） 電源装置置場の断面図（①－①断面） 

第 1.4.4－3 図（2） 電源装置置場の断面図（②－②断面） 
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第 1.4.4－3 図（3） 電源装置置場の断面図（③－③断面） 

第 1.4.4－3 図（4） 電源装置置場の断面図（④－④断面）
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第 1.4.4－3 図（5） 電源装置置場の断面図（⑤－⑤断面） 

第 1.4.4－3 図（6） 電源装置置場の断面図（⑥－⑥断面）
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(1) 耐震評価候補断面の整理

「1.4.1 方針 ①耐震評価候補断面の整理」に従い，耐震評価候補断面を整理する。

耐震評価候補断面の特徴を第 1.4.4－1表に示す。

第 1.4.4－1 表 電源装置置場 耐震評価候補断面の特徴 

方向 断面 要求性能 構造的特徴 周辺地質 
間接支持 

する設備 

東西 

①－① 間接支持

・強軸断面方向

・耐震評価上，側壁及

び隔壁の変形抑制効

果を考慮できる

・地上には構造部材が

存在しない

・岩盤及び

第四紀層

が概ね水

平成層に

分布

・軽油貯蔵タンク

②－② 同上 

・強軸断面方向

・耐震評価上，側壁及

び隔壁の変形抑制効

果を考慮できる

同上 

・常設代替高圧電源

装置

・水密扉

③－③ 同上 同上 同上 同上 

④－④ 同上 同上 同上 同上 

南北 

⑤－⑤ 同上 

・弱軸断面方向

・多層多連のボックス

カルバート形状

同上 

・常設代替高圧電源

装置

・軽油貯蔵タンク

⑥－⑥ 同上 

・弱軸断面方向

・多層多連のボックス

カルバート形状

・耐震評価上，側壁及

び隔壁の変形抑制効

果を考慮できる

同上 ・軽油貯蔵タンク

①－①断面は，東西方向の断面であり，EL.+2.0 m に軽油貯蔵タンクが設置されてい

る。また，EL.-21.0 m に西側淡水貯水設備がある。地上部には構造部材が存在せず，地

中構造物であり，十分な支持性能を有する岩盤に直接支持されている。 

②－②断面は，東西方向の断面であり，EL.+11.0 m に常設代替高圧電源装置及び水密

扉が設置されている。また，EL.-21.0 m に西側淡水貯水設備がある。構造物は，十分な

支持性能を有する岩盤に直接支持されている。 

③－③断面及び④－④断面の特徴は，②－②断面と同様である。

⑤－⑤断面は，多層多連のボックスカルバート形状となっており，EL.+11.0 m に常設
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代替高圧電源装置が，EL.+2.0 m に軽油貯蔵タンクが設置されている。また，EL.-21.0 m

に西側淡水貯水設備がある。構造物は，十分な支持性能を有する岩盤に直接支持されてい

る。 

⑥－⑥断面は，多層多連のボックスカルバート形状となっており，EL.+2.0 m に軽油貯

蔵タンクが設置されている。また，EL.-21.0 m に西側淡水貯水設備がある。構造物は，

十分な支持性能を有する岩盤に直接支持されている。 

(2) 評価対象断面の選定

①－①断面は，東西方向の断面であり，耐震評価上，側壁及び隔壁の変形抑制効果を考

慮することができるため，強軸断面方向となる。さらに，①－①断面は，地上部に構造部

材が存在しないことから，②－②断面，③－③断面及び④－④断面と比較して慣性力の影

響が小さい。また，常設代替高圧電源装置が設置されないことから，⑤－⑤断面と比較し

て荷重が小さい。したがって，構造や荷重の条件から，他断面と比較して耐震裕度が見込

めるため，①－①断面は評価対象断面としない。 

②－②断面，③－③断面及び④－④断面は東西方向の断面であり，耐震評価上，側壁及

び隔壁の変形抑制効果を考慮することができるため，強軸断面方向となる。また，軽油貯

蔵タンクが設置されないことから，⑤－⑤断面と比較して荷重が小さく，水密扉について

は常設代替高圧電源装置と比較して荷重が小さい。したがって，構造や荷重の条件から，

他断面と比較して耐震裕度が見込めるため，②－②断面，③－③断面及び④－④断面は評

価対象断面としない。 

⑤－⑤断面は，南北方向の断面であり，多層多連のボックスカルバート状のラーメン構

造である。東西方向断面である①－①断面，②－②断面，③－③断面及び④－④断面と比

較して耐震評価上，変形抑制効果を考慮できる壁部材が少なく，耐震評価上の弱軸断面方

向となる。また，常設代替高圧電源装置及び軽油貯蔵タンクが設置される。 

⑥－⑥断面は，⑤－⑤断面と同様に多層多連のボックスカルバート状のラーメン構造で

あるが，周囲を側壁及び隔壁に囲われており，これらを耐震評価上の耐震壁として変形抑

制効果を考慮することができる。また，常設代替高圧電源装置が設置されないことから，

⑤－⑤断面と比較して荷重が小さい。したがって，構造や荷重の条件から，⑤－⑤断面と

比較して耐震裕度が見込めるため，⑥－⑥断面は評価対象断面としない。 

(3) 断面選定結果

(2)より，南北方向の⑤－⑤断面を評価対象断面とする。評価対象断面の選定結果を第

1.4.4－2表に，評価対象断面を第 1.4.6－5図に示す。 

ただし，機器・配管系への加速度応答算出の観点から，強軸断面方向である東西方向の

断面として電源装置置場横幅範囲の側壁及び隔壁の剛性を考慮した等価剛性断面につい

て，地震応答解析を実施する。 
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第 1.4.6－5 図 電源装置置場の評価対象断面（⑤－⑤断面） 

Ｎ Ｓ 



1－18 

1.4.5 常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部）の断面選定の考え方 

第 1.4.5－1 図及び第 1.4.5－2図に常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部）

（以下，「トンネル」という。）の平面配置図及び断面図を示す。 

トンネルは，軽油移送配管，水配管及び電気ケーブルを間接支持する鉄筋コンクリート

構造物であり，延長約 140 m である。トンネルの形状は全長にわたり内径 4.6 m，覆工

1.2 m の円形断面となっており，延長方向に対して一定間隔に分割して施工する。構造物

は十分な支持性能を有する岩盤内に設置する。 

(1) 耐震評価候補断面の整理

「1.4.1 方針 ①耐震評価候補断面の整理」に従い，耐震評価候補断面を整理する。

トンネルは間接支持する設備が縦断方向に一様に設置されているため，機器・配管の設

置位置による影響は考慮する必要はない。また，横断断面形状及び配筋も縦断方向に一様

であるため，構造・配筋の変化による影響を考慮する必要はない。 

耐震評価候補断面の特徴を第 1.4.5－1表に示す。 

前述の通り，トンネルは全線にわたり一定間隔でブロック割されており，縦断方向の応

力は区画毎に解放される。また，縦断方向のブロック毎の相対変位に対しては，岩盤に設

置されているため小さい。したがって，評価対象断面としてはトンネル横断方向とする。 
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第 1.4.5－1 図（1） トンネル 平面配置図（全体平面図） 

第 1.4.5－1 図（2） トンネル 平面配置図（拡大図） 

トンネル 
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第 1.4.5－2 図 トンネル 標準断面図（①－①断面） 
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トンネルの構造及び機器配置は縦断方向に対して同一であるが，周辺地質状況は断面位

置によって異なる。地震時においては，トンネルの土被り深さ及び周辺の地質状況の影響

が支配的であると考えられることから，トンネル縦断断面の複数地点にて基準地震動Ｓｓ

による１次元地震応答解析を実施し，その結果に基づいて評価断面を選定する。 

トンネルの縦断断面及び耐震評価候補断面位置を第 1.4.5－3 図に示す。トンネルの深

さは始点（L1地点）が最も浅く，終点（L3地点）位置が最も深くなっている。トンネル

の縦断勾配は L1 地点から止水壁位置（L2 地点）近傍まで 4.1％であり， L2 地点近傍か

ら L3位置まで 0.4％である。周辺地盤は，水平成層に近い状態で分布しており，終点付

近には埋戻土が分布している。 

以下に，耐震評価候補断面（１次元地震応答解析の実施位置）の特徴を述べる。 

トンネル始点である L1地点は，トンネル区間においてトンネルの深さが最も浅い位置

である。 

止水壁位置である L2 地点は，トンネルの縦断勾配の変化点近傍である。L1地点と比べ

てトンネルの深さが深く，トンネル終点である L3地点と比べて埋戻土の層厚が薄い位置

である。 

トンネル終点である L3地点は，トンネルの深さが最も深く，埋戻土の層厚が最も厚い

位置である。 

第 1.4.5－3 トンネル 耐震評価候補断面位置 

トンネル 

L1 L2 

(L2') 

L3 

（L3’）
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第 1.4.5－1 表 トンネル 耐震評価候補断面の特徴 

地点 要求性能 構造的特徴 周辺地質 
間接支持 

する設備 

トンネル

始点

L1 

間接支持

・内径 4.6 m，覆工厚

1.2 m の円形トンネル

・トンネル深さが浅い

・岩盤及び第四紀層が

ほぼ水平成層に分布

・軽油移送配管

・水配管

・電気ケーブル

止水壁 

位置 

L2 

同上 

・内径 4.6 m，覆工厚

1.2 m の円形トンネル

・トンネル深さが深い

・岩盤及び第四紀層が

ほぼ水平成層に分布

・埋戻土の層厚が薄い

同上 

トンネル

終点

L3 

同上 

・内径 4.6 m，覆工厚

1.2 m の円形トンネル

・トンネル深さが最も深

い

・埋戻土の層厚が最も

厚い
同上 
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(2) 評価対象断面の選定

各耐震評価候補断面位置において１次元地震応答解析を実施し，トンネル覆工軸線の上

端と下端の相対変位を確認する。評価に使用する地震波は，全周期帯にわたって加速度応

答スペクトルが大きいＳｓ－Ｄ１を代表波として用いる。 

第 1.4.5－2 表に１次元地震応答解析結果を示す。 

L1 地点と L2 地点の結果を比較すると，トンネル深さが深い L2地点の方が相対変位は

大きくなる傾向にある。一方，L2地点と L3地点の結果を比較すると，埋戻土の層厚が薄

い L2地点の方が相対変位は大きくなる傾向にある。 

これらのことから，トンネル位置が深くなるとトンネルの耐震評価が厳しくなる傾向に

なることが考えられる。同様に，埋戻土の層厚が薄くなるとトンネルの耐震評価が厳しく

なる傾向になることが考えられる。 

そこで，L2 地点の地層構成において，トンネル位置を最も深い位置に設定した１次元

地震応答解析モデル（L2’モデル）と，L3地点における埋戻土の層厚を最も薄くした１

次元地震応答解析モデル（L3’モデル）を作成して１次元地震応答解析を実施した結果，

L3’モデルにおける最大相対変位が最大となった。 

第 1.4.5－2 表 １次元地震応答解析結果（Ｓｓ－Ｄ１） 

地点 

トンネル

上端標高 ＊ 

EL. (m) 

トンネル

下端標高 ＊ 

EL. (m) 

トンネル上端と下端の

最大相対変位 

（mm） 

トンネル始点

L1 
-17.1 -22.9 4.06 

止水壁位置 

L2 
-21.2 -27.0 4.86 

トンネル終点

L3 
-21.4 -27.2 3.56 

止水壁位置 

L2’
-21.4 -27.2 4.87 

トンネル終点

L3’
-21.4 -27.2 5.02 

注記 ＊：トンネル覆工軸線における値 

：QMS確認中
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(3) 断面選定結果

(2)より，1 次元地震応答解析結果の最大相対変位が最も大きい L3’モデルを評価対象

とする。評価対象断面の選定結果を第 1.4.5－3表に，評価対象断面図を第 1.4.5－4図に

示す。 
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第 1.4.5－4 図 トンネルの評価対象断面図（L3’）

トンネル 

Ｅ Ｗ 
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1.4.6 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）の断面選定の考え方 

第 1.4.6－1 図に常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）（以下，「立坑」とい

う。）の平面配置図を示す。また，第 1.4.6－2図，第 1.4.6－3図及び第 1.4.6－4 図に

立坑の平面図及び断面図を示す。 

立坑は，軽油移送配管，水配管及び電気ケーブルの間接支持機能を有する。 

立坑は，南北方向 12.5 m，東西方向 16.5 m，高さ 39.3 m の鉄筋コンクリート構造物で

あり，十分な支持性能を有する岩盤に直接設置する。 
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第 1.4.6－1 図（1） 立坑の平面配置図（全体平面図） 

第 1.4.6－1 図（2） 立坑の平面配置図（拡大図） 

常設代替高圧電源装置用カルバート

（立坑部） 
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第 1.4.6－2 図 立坑の平面図 

第 1.4.6－3 図（1） 立坑の断面図（南北方向 ①―①断面）
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第 1.4.6－3 図（2） 立坑の断面図（南北方向 ②－②断面） 

第 1.4.6－3 図（3） 立坑の断面図（南北方向 ③－③断面）
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第 1.4.6－3 図（4） 立坑の断面図（南北方向 ④－④断面） 

第 1.4.6－3 図（5） 立坑の断面図（南北方向 ⑤－⑤断面） 



1－32 

第 1.4.6－4 図（1） 立坑の断面図（東西方向 ⑥－⑥断面） 

第 1.4.6－4 図（2） 立坑の断面図（東西方向 ⑦－⑦断面）
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第 1.4.6－4 図（3） 立坑の断面図（東西方向 ⑧－⑧断面） 
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(1) 耐震評価候補断面の整理

「1.4.1 方針 ①耐震評価候補断面の整理」に従い，耐震評価候補断面を整理する。

耐震評価候補断面の特徴を第 1.4.6－1表に示す。

第 1.4.6－1 表 立坑 耐震評価候補断面の特徴 

方向 断面 要求性能 構造的特徴 
間接支持 

する設備 

南北 

①－① 間接支持
・壁位置の断面

・開口部がない
－ 

②－② 同上 

・開口部がある

・耐震評価上，側壁（①－①断面及び③－

③断面）の変形抑制効果が考慮できる

・軽油移送配管

・水配管

・電気ケーブル

③－③ 同上 
・壁位置の断面

・開口部がある
－ 

④－④ 同上 

・開口部がある

・耐震評価上，側壁（③－③断面及び⑤－

⑤断面）の変形抑制効果が考慮できる

・軽油移送配管

・水配管

・電気ケーブル

⑤－⑤ 同上 
・壁位置の断面

・開口部がある
－ 

東西 

⑥－⑥ 同上 
・壁位置の断面

・開口部がある
－ 

⑦－⑦ 同上 

・開口部がある

・耐震評価上，側壁（⑥－⑥断面及び⑧－

⑧断面）の変形抑制効果が考慮できる

・軽油移送配管

・水配管

・電気ケーブル

⑧－⑧ 同上 
・壁位置の断面

・開口部がある
－ 

①－①断面，②－②断面，③－③断面，④－④断面及び⑤－⑤断面は南北方向の断面

である。 

①－①断面は，壁位置の断面である。

②－②断面は，壁位置の①－①断面及び③－③断面に挟まれた多層のボックスカルバー

ト状の断面である。①－①断面及び③－③断面の耐震壁としての変形抑制効果を考慮する

ことができる。 

③－③断面は，壁位置の断面である。

④－④断面は，壁位置の③－③断面及び⑤－⑤断面に挟まれた多層のボックスカルバー

ト状の断面である。③－③断面及び⑤－⑤断面の耐震壁としての変形抑制効果を考慮する

ことができる。 

⑤－⑤断面は，壁位置の断面である。常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート
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部）との接続箇所に開口部がある。 

⑥－⑥断面，⑦－⑦断面及び⑧－⑧断面は東西方向の断面である。

⑥－⑥断面は，壁位置の断面である。常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル

部）との接続箇所に開口部がある。 

⑦－⑦断面は，壁位置の⑥－⑥断面及び⑧－⑧断面に挟まれた多層のボックスカルバー

ト状の断面である。⑥－⑥断面及び⑧－⑧断面の耐震壁としての変形抑制効果を考慮する

ことができる。 

⑧－⑧断面は，壁位置の断面である。常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート

部）との接続箇所に開口部がある。 

(2) 評価対象断面の選定

立坑は矩形立坑であり，立坑幅は 12.5 m（南北方向），16.5 m（東西方向）の箱形構

造物であることから，耐震評価上，側壁及び中壁の変形抑制効果を考慮することができ

る。 

立坑は，強軸及び弱軸の区別が線状構造物のように明確でないことから，評価対象断面

としては南北方向断面及び東西方向断面をいずれも対象とする。 

立坑の南北方向については，①－①断面の側壁，③－③断面の中壁及び⑤－⑤断面の側

壁を耐震壁として考慮することができる。したがって，②－②断面及び④－④断面に，①

－①断面，③－③断面及び⑤－⑤断面の耐震壁としての変形抑制効果を考慮した等価剛性

断面について耐震評価を行う。 

立坑の東西方向については，⑥－⑥断面の側壁及び⑧－⑧断面の側壁を耐震壁としての

変形抑制効果を考慮することができる。したがって，⑦－⑦断面に，⑥－⑥断面及び⑧－

⑧断面の耐震壁としての変形抑制効果を考慮した等価剛性断面について耐震評価を行う。

(3) 断面選定結果

(2)より，南北方向及び東西方向ともに，1 断面に集約した等価剛性断面を評価対象断

面とする。評価対象断面の選定結果を第 1.4.6－2表に，評価対象断面を第 1.4.6－5図に

示す。 
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第 1.4.6－5 図（1） 立坑の評価対象断面（南北方向断面） 

第 1.4.6－5 図（2） 立坑の評価対象断面（東西方向断面） 

Ｎ Ｓ 

Ｅ Ｗ 
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1.4.7 常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）の断面選定の考え方 

第 1.4.7－1 図に常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）（以下，「カル

バート」という。）の平面配置図を示す。また，第 1.4.7－2 図及び第 1.4.7－3図に，カ

ルバートの平面図及び断面図を示す。

カルバートは，軽油移送配管，水配管及び電気ケーブルの間接支持機能を有する。

カルバートは，軽油移送配管を支持するカルバート（以下，「軽油カルバート」とい

う。）と水配管及び電気ケーブルを支持するカルバート（以下，「水電気カルバート」と

いう。）の 2 つの構造物に大別される。軽油カルバートは 1層 1連カルバート状の鉄筋コ

ンクリート構造物であり，延長 5.0 m，幅 5.5 m，高さ 4.8 m である。構造物は，杭基礎

を介して十分な支持性能を有する岩盤に設置する。 

水電気カルバートは 1層 3 連カルバート状の鉄筋コンクリート構造物であり，延長約

35 m，幅 13.9 m，高さ 5.2 m である。構造物は，杭基礎を介して十分な支持性能を有す

る岩盤に設置する。 
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第 1.4.7－1 図（1） カルバートの平面配置図（全体平面図） 

第 1.4.7－1 図（2） カルバートの平面配置図（拡大図） 

常設代替高圧電源装置用カルバート

（カルバート部）
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第 1.4.7－2 図 カルバートの平面図 

第 1.4.7－3 図（1） カルバートの断面図（①―①断面） 
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第 1.4.7－3 図（2） カルバートの断面図（②－②断面） 

第 1.4.7－3 図（3） カルバートの断面図（③－③断面） 
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第 1.4.7－3 図（4） カルバートの断面図（④－④断面） 
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(1) 耐震評価候補断面の整理

「1.4.1 方針 ①耐震評価候補断面の整理」に従い，耐震評価候補断面を整理する。

耐震評価候補断面の特徴を第 1.4.7－1表に示す。

第 1.4.7－1 表 カルバート 耐震評価候補断面の特徴 

方向 断面 要求性能 構造的特徴 
間接支持 

する設備 

南北 

①－① 間接支持 
・杭基礎を介して十分な支持

性能を有する岩盤に設置

・軽油移送配管

・水配管

・電気ケーブル

②－② 同上 

・杭基礎を介して十分な支持

性能を有する岩盤に設置

・立坑が隣接

・水配管

・電気ケーブル

③－③ 同上 

・杭基礎を介して十分な支持

性能を有する岩盤に設置

・立坑が隣接

・耐震評価上，中壁の変形抑

制効果を考慮できる

同上 

④－④ 同上 

・杭基礎を介して十分な支持

性能を有する岩盤に設置

・立坑が隣接

・中壁位置の断面

同上 

カルバートの東西方向については，東側に堅固な原子炉建屋が存在し地震時の変形が拘

束されることや，耐震評価上，変形抑制効果を考慮できる壁部材が多く存在することから

強軸断面方向と考えられる。よって，弱軸断面方向である南北方向について整理を行っ

た。 

①－①断面は軽油移送配管及び水・電気配管を間接支持するカルバート 2基が含まれ

る。杭基礎を介して十分な支持性能を有する岩盤に支持されている。 

②－②断面は 3連のボックスカルバート構造である。杭基礎を介して十分な支持性能を

有する岩盤に支持されている。 

③－③断面は南北方向に中壁が存在する断面であり，耐震評価上，中壁の変形抑制効果

を考慮することができる断面である。杭基礎を介して十分な支持性能を有する岩盤に支持

されている。 

④－④断面は南北方向の中壁位置の断面であり，耐震評価上，側壁変形抑制する考慮す

ることができる断面である。杭基礎を介して十分な支持性能を有する岩盤に支持されてい

る。 
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(2) 評価対象断面の選定

①－①断面は，カルバートについて耐震評価上，変形抑制効果を考慮することができる

壁部材が存在しないため，①－①断面を評価対象断面とする。 

また，この断面を選定することで，軽油カルバートの弱軸断面方向に対する耐震評価も

同時に行うことができる。 

②－②断面は南側に堅固な立坑が隣接することから，①－①断面と比較しカルバート構

造の変形抑制効果を考慮できる。よって①－①断面と比較して耐震裕度が見込めるため，

評価対象断面としない。 

③－③断面及び④－④断面は南側に堅固な立坑が隣接すること，耐震評価上，カルバー

ト構造の中壁及び側壁の変形抑制効果を考慮できることから，①－①断面と比較して耐震

裕度が見込めるため，評価対象断面としない。 

(3) 断面選定結果

(2)より，南北方向の①－①断面を評価対象断面とする。評価対象断面の選定結果を第

1.4.7－2表に，評価対象断面図を第 1.4.7－4 図に示す。 
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第 1.4.7－4 図 カルバートの評価対象断面（①－①断面） 
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