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２.1　日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の検討

日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の評価方針

土木学会(2002)に示される日本海東縁部に想定される地震の基準断層モデルによるパラメータスタディ
を実施

地点への影響を考慮して，土木学会(2002)に示される地震活動域のうち，新潟～山形沖の領域を対象

モーメントマグニチュード（Mw）は1993年北海道南西沖地震の津波を再現するモデルのMw7.84を下
回らないようMw＝7.85に設定

パラメータスタディは概略検討用の計算格子モデル（最小計算格子＝40m）により実施し，抽出した最
高水位，最低水位を示すモデルについてのみ本検討用の計算格子モデル（最小計算格子＝10m）による
数値シミュレーションを実施する

断層設定領域
（新潟～山形沖の領域）

Mw

断層

長

L(km)

断層

幅

W(km)

すべり
量

D(m)

断層上
縁深さ

d(km)

走向

θ(°)

傾斜
角

δ(°)

すべり

角

λ(°)

高角モデル 7.85 131.1 17.3 9.44 0 20･200 60 90

低角モデル 7.85 131.1 30.0 5.45 0 20･200 30 90日本海東縁部の地震活動域
（土木学会(2002) ）

日本海東縁部に想定される地震の基準断層モデル諸元

①基準断層モデルの設定

基本断層モデル設定

概略パラメータスタディ

詳細パラメータスタディ

日本海東縁部の想定津波評価フロー

（再掲）

合同W23-2-1　P13
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2.1　日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の検討

断層長

L(km)

断層幅

W(km)

すべり量

D(m)

断層上縁深さ

d(km)

走向

θ(°)

傾斜角

δ(°)

すべり角

λ(°)

最大水位上昇量モデル 131.1 17.3 9.44 2.5 10 60 90

最大水位下降量モデル 131.1 17.3 9.44 2.5 190 60 90

最大水位上昇量，最大水位下降量を示す断層モデル

プラント 最大水位上昇量 最大水位下降量

1号機 +2.76 -3.05

2号機 +2.73 -2.95

3号機 +2.70 -2.85

4号機 +2.68 -2.81

5号機 +2.57 -2.60

6号機 +2.54 -2.60

7号機 +2.46 -2.54

②数値シミュレーション結果
　詳細パラメータスタディで抽出した最大水位上昇量，最大水位下降量を示す断層モデルと

　数値シミュレーション結果は以下のとおり

日本海東縁部の想定津波による水位（取水口前面）

（単位：m）

最大水位上昇量を示す
モデル

柏崎刈羽原子力発電所

最大水位下降量を示す
モデル

柏崎刈羽原子力発電所

最大水位上昇量ﾓﾃﾞﾙ 最大水位下降量ﾓﾃﾞﾙ
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2.1　日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の検討

②数値シミュレーション結果

最大水位上昇量分布図 最大水位下降量分布図

1号機 3号機2号機 4号機1号機 3号機2号機 4号機 5号機6号機7号機 5号機6号機7号機
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2.2　海域活断層に想定される地震に伴う津波の検討

海域活断層に想定される地震に伴う津波の評価方針
2007年7月16日の新潟県中越沖地震発生後，発電所敷地前面海域において海上音波探査および海底地
形調査などを実施した結果と，既往の調査結果（他機関の調査結果を含む）を基に敷地前面海域におけ
る海域活断層を再評価

敷地周辺において地震動評価において考慮するべき海域活断層について数値シミュレーションを実施

土木学会(2002)の方法によりすべり量が一様な矩形断層モデルを適用

海域活断層の基準断層モデル諸元

断層

長

L(km)

断層

幅

W(km)

すべり

量

D(m)

断層上
縁深さ

d(km)

走向

θ(°)

傾斜角

δ(°)

すべり

角

λ(°)

佐渡島棚東縁断層 37 18.3 2.52 0 209 55 90

F-B断層 36 24.0 1.72 0 39 35 90

佐渡島南方断層 29 19.3 1.70 0 0 45 62

F-D断層＋高田沖断
層*1） 55 26.2 2.62 0 55 35 96

長岡平野西縁断層帯
*2） （δ＝35°）

91 26.2 4.34 0 187 35 72

長岡平野西縁断層帯
*2）（δ＝50°）

91 19.6 5.80 0 187 50 72

長
岡

平
野

西
縁

断
層

帯

F-D断
層

＋
高

田
沖

断
層

*1)：F-D断層＋高田沖断層：F-D断層と高田沖断層について安全評価上，同時
活動を考慮したもの

*2)：長岡平野西縁断層帯：角田・弥彦断層，気比ノ宮断層，および片貝断層の
３つの断層について，安全評価上，同時活動を考慮したもの

基準断層モデル

海域活断層分布図
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2.2　海域活断層に想定される地震に伴う津波の検討

海域活断層モデルの数値シミュレーション結果

佐渡島棚東縁断層 F-B断層 佐渡島南方断層 F-D断層+高田沖断層
長岡平野西縁断層帯

（δ＝35°）

長岡平野西縁断層帯

（δ＝50°）プラ

ント
最大水位

上昇量

最大水位

下降量

最大水位

上昇量

最大水位

下降量

最大水位

上昇量

最大水位

下降量

最大水位

上昇量

最大水位

下降量

最大水位

上昇量

最大水位

下降量

最大水位

上昇量

最大水位

下降量

1号機 +1.57 -1.39 +1.33 -2.35 +1.17 -1.05 +1.41 -1.69 +0.60 -3.48 +1.28 -3.32

2号機 +1.47 -1.34 +1.24 -2.26 +1.07 -1.03 +1.36 -1.63 +0.57 -3.45 +1.25 -3.23

3号機 +1.44 -1.31 +1.18 -2.15 +0.99 -0.97 +1.32 -1.51 +0.55 -3.42 +1.19 -3.15

4号機 +1.45 -1.28 +1.15 -2.09 +0.94 -0.98 +1.29 -1.44 +0.53 -3.39 +1.15 -3.11

5号機 +1.11 -1.15 +1.08 -2.10 +0.82 -0.88 +1.42 -1.11 +0.47 -3.31 +1.04 -3.07

6号機 +1.06 -1.15 +1.05 -2.10 +0.79 -0.88 +1.39 -1.12 +0.47 -3.27 +1.04 -3.05

7号機 +1.07 -1.09 +1.01 -2.05 +0.74 -0.84 +1.35 -1.10 +0.45 -3.21 +1.03 -3.01

海域活断層による取水口前面における水位（赤字：各号機の最大）
（単位：m）

海域活断層による津波水位のうち，最大水位上昇量は日本海東縁部の津波水位を下回る

海域活断層による津波水位のうち，最大水位下降量は日本海東縁部の津波水位を上回る
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2.2　海域活断層に想定される地震に伴う津波の検討

海域活断層モデルの数値シミュレーション結果

最大水位上昇量分布図（1～4号機）

－　佐渡島棚東縁断層　－

最大水位上昇量分布図（5～7号機）

－　F-D断層＋高田沖断層　－

最大水位下降量分布図

－　長岡平野西縁断層帯(δ=35°)　－

1号機 3号機2号機 4号機 5号機6号機7号機 1号機 3号機2号機 4号機 1号機 3号機2号機 4号機5号機6号機7号機 5号機6号機7号機
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3.1　津波の上昇水位及び下降水位に対する安全性

取水口前面における津波水位

最大水位上昇量は，日本海東縁部の想定津波による+2.76m～+2.46mであり，朔望
平均満潮位（H.W.L.=T.M.S.L.+0.48m）を考慮すると，評価用の最高水位は
T.M.S.L.+3.3m～+3.0m程度

　⇒原子炉建屋等の重要施設の設置レベル（１～4号機：T.M.S.L. +5.0m，5～7号機：
T.M.S.L. +12.0m）まで到達しない

最大水位下降量は，海域活断層のうち長岡平野西縁断層帯（δ=35°）による津波
の-3.48m～-3.21mであり，朔望平均干潮位（L.W.L.=T.M.S.L.-0.02m）を考慮す
ると，評価用の最低水位はT.M.S.L.-3.5m～-3.3m程度

　⇒原子炉補機冷却海水ポンプの設計最低水位（T.M.S.L. -5.24m～-4.22m）を下回
　らず，原子炉補機冷却系の海水を取水することは可能

日本海東縁部 海域活断層

最高水位

T.M.S.L.+3.3m～+3.0m

（１号機：T.M.S.L.+3.3m）

（５号機：T.M.S.L.+3.1m）

T.M.S.L+2.1m～+1.9m

（１号機：T.M.S.L.+2.1m）

（５号機：T.M.S.L.+1.9m）

最低水位

T.M.S.L-3.1m～-2.6m

（１号機：T.M.S.L.-3.1m）

（５号機：T.M.S.L.-2.7m）

T.M.S.L-3.5m～-3.3m

（１号機：T.M.S.L.-3.5m）

（５号機：T.M.S.L.-3.4m）
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3.2　取水設備の水理特性による水位変動の影響評価

１号機及び５号機の取水口前面における津波による水位時刻歴を入力値として，取水路の水理特性
を考慮した応答解析を実施し，原子炉補機冷却海水ポンプの取水への影響を検討

対象津波は，取水口前面において最低水位を示す長岡平野西縁断層帯(δ＝35°)による想定津波

１号機 ５号機

計算領域

補機取水路取水口～補機取水路～スクリーン室

～補機海水ポンプ室※

　※１号機は補機系取水路独立

取水口～スクリーン室～取水路～取水ピット
取水路分岐～補機取水路

計算時間間隔

基礎方程式

取水量

補機冷却海水ﾎﾟﾝﾌﾟ(SW)：3000 (㎥/h/台)×4 台

残留熱除去海水ﾎﾟﾝﾌﾟ(RHSW)：2300 (㎥/h/台)×4 台
高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲﾃﾞｨｰｾﾞﾙ補機冷却海水ﾎﾟﾝﾌﾟ(HPSW)
　　　　　　　　　　　　　　：500  (㎥/h/台)×１台

循環水ﾎﾟﾝﾌﾟ(CWP)：停止
原子炉補機冷却海水ﾎﾟﾝﾌﾟ(RSW)：2,500（㎥/h/台）×4台
ﾀｰﾋﾞﾝ補機冷却海水ﾎﾟﾝﾌﾟ(TSW)：2,700（㎥/h/台）×3台
高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲﾃﾞｨｰｾﾞﾙ補機冷却海水ﾎﾟﾝﾌﾟ(HPSW)
　　　　　　　　　　　　　　：400  (㎥/h/台)×１台

摩擦損失係数
（マニングの礎度係数）

局所損失係数

貝の付着代

初期水位

計算時間間隔 断層変位後４時間

マニングの粗度係数（n=0.02m-1/3s)

電力土木技術協会(1995)，千秋(1967)，及び土木学会(1999)による

貝代10cmを考慮

下降側：L.W.L.(=T.M.S.L.-0.02m）

計算条件
項　目

非定常管路及び開水路流れの連続式及び運動方程式

0.005sec

水位変動の解析条件
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3.2　取水設備の水理特性による水位変動の影響評価（１号機）

HPSWポンプ

海水ポンプ室内の最低水位は，
T.M.S.L-3.8m程度であり，補機冷
却海水ポンプの取水に影響はない

取水設備の断面図（Ａ－Ａ’断面）

取水設備の平面図

←補
　機
　冷
　却
　海
　水
　ポ
　ン
　プ
　室

補機冷却
海水ポンプ室

Ａ Ａ’

Ａ Ａ’

HPSWポンプ※電動機 応　答

取水口前面における津波水位変動

-3.5mT
.M

.S
.L

(m
)

補機冷却海水ポンプ室における津波水位変動

-3.8m

T
.M

.S
.L

(m
)

ポンプ吸込み可能レベル
▽T.M.S.L.-4.22m▽津波による最低水位（T.M.S.L.-3.5m）

入　力

※非常用補機海水ポンプのうち，吸い込み可能レベルの最も厳しいHPSWを代表とした

T
.M

.S
.L

(m
)

▽T.M.S.L.+3.5m）

▽T.M.S.L.-4.5m）

▽T.M.S.L.+5.2m

▽T.M.S.L.-12.0m
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HPSWポンプ

海水ポンプ室内の最低水位は，
T.M.S.L-3.5mであり，補機冷却
海水ポンプの取水に影響はない

取水設備の断面図（Ａ－Ａ’断面）

取水設備の平面図

←補機冷却海水ポンプ室

←循環水ポンプ室

▽T.M.S.L+3.2m

補機冷却
海水ポンプ室

Ａ Ａ’

Ａ

Ａ’

応　答

取水口前面における津波水位変動

-3.4m

T
.M

.S
.L

(m
)

補機冷却海水ポンプ室における津波水位変動

-3.5m

T
.M

.S
.L

(m
)

ポンプ吸い込み可能レベル
▽T.M.S.L.-4.43m

津波による最低水位
▽（T.M.S.L.-3.4m）

入　力

3.2　取水設備の水理特性による水位変動の影響評価（５号機）

HPSWポンプ※電動機

※非常用補機海水ポンプのうち，吸い込み可能レベルの最も厳しいHPSWを代表とした
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1. 津波評価方針

2. 津波の想定及び数値シミュレーション

　2.1　日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の検討（再掲）

　2.2　海域活断層に想定される地震に伴う津波の検討（再掲）

3. 津波に対する安全性評価

　3.1　津波による水位上昇及び水位低下に対する安全性（再掲）

　3.2　取水施設の水理特性による水位変動への影響評価

4. 二次的な影響に対する評価（再掲）

5. 評価のまとめ

　目　次
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４．二次的な影響に対する評価（砂移動）

敷
地
周
辺
の
海
底
地
形
変
化
量
（
地
震
発
生
後
４
時
間
）

津波による砂移動の取水への影響について検討を実施
数値シミュレーションは，藤井ほか(1998) ，及び高橋ほか(1999)の手法による
いずれの手法も浮遊砂濃度の上限値を1%に設定
対象津波は，取水口前面において最高水位を示す日本海東縁部の想定津波と，最低水位を示す長岡平野西
縁断層帯(δ＝35°)による想定津波

⇒取水口前面の堆砂量は最大でも約30cmであり，原子炉補機冷却海水ポンプの取水は可能

最
高
水
位
ケ
ー
ス

（
日
本
海
東
縁
部
の
想
定
津
波
）

最
低
水
位
ケ
ー
ス

（
長
岡
平
野
西
縁
断
層
帯
δ=

35
度
）

藤井ほか(1998) 高橋ほか(1999)

藤井ほか(1998) 高橋ほか(1999)

1号機 2号機 3号機 4号機 7号機 6号機 5号機 1号機 2号機 3号機 4号機 7号機 6号機 5号機

1号機 2号機 3号機 4号機 7号機 6号機 5号機1号機 2号機 3号機 4号機 7号機 6号機 5号機
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【最大堆積量分布図】

取水口前面における津波水位と海底面の変動：最高水位ケース

－　高橋ほか(1999)のモデル，Cmax＝1.0%　－

1号機 2号機 3号機 4号機 7号機 6号機 5号機

⇒取水口前面では常に水深が２m程度以上確保されており，取水への影響はない

20

1号機 2号機 3号機 4号機 7号機 6号機 5号機

【最大堆積量分布図】

取水口前面における津波水位と海底面の変動：最低水位ケース

－　高橋ほか(1999)のモデル，Cmax＝1.0%　－

左図の青線(水位)と赤線(海底面)の差

４．二次的な影響に対する評価（砂移動）

左図の青線(水位)と赤線(海底面)の差

1号機前面
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1. 津波評価方針

2. 津波の想定及び数値シミュレーション

　2.1　日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の検討（再掲）

　2.2　海域活断層に想定される地震に伴う津波の検討（再掲）

3. 津波に対する安全性評価

　3.1　津波による上昇水位及び下降水位に対する安全性（再掲）

　3.2　取水施設の水理特性による水位変動への影響評価

4. 二次的な影響に対する評価（再掲）

5. 評価のまとめ

　目　次
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５．評価のまとめ

想定津波による上昇水位，及び下降水位に対して検討し，柏崎刈羽原子力発電

所１号機及び5号機の安全性に問題とならないことを確認した（第23回合同

WGにてご説明済み）。また，取水設備については，水理特性による水位変動

への影響も検討し，原子炉施設の安全性に問題とならないことを確認した。
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津波波形の代表例として，最低水位ケースの長岡平野西縁断層帯(35°)による津波波形とフーリエスペ
クトルを以下に示す。

津波の主要な周期は約10数分～約30分である。

（参考）１号機取水路の固有周期によるポンプ室水位への影響について(1)

A

C

水位時刻歴波形抽出ポイント
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港外A点の水位波形

港内C点の水位波形
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１号機取水路の周期特性を調べるため，各周期帯で概ね一様なエネルギーを持つ擬似水位波形を作成し
て取水口前面の入力値とし，取水路内の応答計算を実施した。

取水口前面とポンプ室それぞれの水位波形をフーリエスペクトル解析し，両者の比を取った結果による
と，取水路には2分付近に卓越周期があると考えられる。

一方，津波の主要な周期は約10数分～約30分であり，取水路の卓越周期とは一致しないことから，取
水路の周期特性による水位増幅への影響はないものと考えられる。

（参考）１号機取水路の固有周期によるポンプ室水位への影響について(2)

【１号機取水口前面の擬似水位波形とポンプ室の応答波形】

取水路の卓越周期

津波の主要な周期
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津波波形の代表例として，最低水位ケースの長岡平野西縁断層帯(35°)による津波波形とフーリエスペ
クトルを以下に示す。

津波の主要な周期は約10数分～約30分である。

（参考）5号機取水路の固有周期によるポンプ室水位への影響について(1)

A

B

水位時刻歴波形抽出ポイント
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５号機取水路の周期特性を調べるため，各周期帯で概ね一様なエネルギーを持つ擬似水位波形を作成し
て取水口前面の入力値とし，取水路内の応答計算を実施した。

取水口前面とポンプ室それぞれの水位波形をフーリエスペクトル解析し，両者の比を取った結果による
と，取水路には1分付近に卓越周期があると考えられる。

一方，津波の主要な周期は約10数分～約30分であり，取水路の卓越周期とは一致しないことから，取
水路の周期特性による水位増幅への影響はないものと考えられる。

（参考）５号機取水路の固有周期によるポンプ室水位への影響について(2)

【５号機取水口前面の擬似水位波形とポンプ室の応答波形】

取水路の卓越周期
津波の主要な周期
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フーリエスペクトル解析
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（参考）取水口前面における水位時刻歴

最大水位上昇量分布図

　水位時刻歴抽出箇所

最高水位ケースの取水口前面の水位時刻歴※

－　日本海東縁部の想定津波　－

※朔望平均潮位，地震時変位（地震時の地盤変動量）を除いた値

　水位時刻歴抽出箇所

最大水位下降量分布図

最低水位ケースの取水口前面の水位時刻歴※

－　長岡平野断層帯(δ=35°)による想定津波　－
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（参考）砂移動に係る検討（浮遊砂上限濃度＝5%）

最
高
水
位
ケ
ー
ス

（
日
本
海
東
縁
部
の
想
定
津
波
）

藤井ほか(1998) 高橋ほか(1999)

最
低
水
位
ケ
ー
ス

（
長
岡
平
野
西
縁
断
層
帯
δ=

35
度
）

藤井ほか(1998) 高橋ほか(1999)

敷
地
周
辺
の
海
底
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形
変
化
量
（
地
震
発
生
後
４
時
間
）

1号機 2号機 3号機 4号機 7号機 6号機 5号機 1号機 2号機 3号機 4号機 7号機 6号機 5号機
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目的外使用禁止　東京電力株式会社 30

（参考）砂移動に係る検討（浮遊砂上限濃度＝5%）

5号機6号機7号機

取水口前面における津波水位と海底面の変動：最低水位ケース　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高橋ほか(1999)のモデル）
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