
建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-52図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-53図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-54図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-55図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-56図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-57図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-58図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-59図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-60図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-61図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-62図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-63図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-64図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-65図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-66図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-67図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-68図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-69図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-70図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-71図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 62.80 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-72図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-73図　設計用床応答曲線

M
O
X
①
　
Ⅲ
(
1
)
-
0
3
0
0
-
1
8
1
　
G

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0.01 0.10 1.00

応
答

加
速

度
(
G
)

固有周期(秒)

Ss01

Ss02

Ss03

Ss04

Ss05

Ss06

Ss07

Ss08

Ss09

Ss10

Ss11

Ss12

Ss13

包絡スペクトル

　　　　 78



建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-74図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-75図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-76図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-77図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-78図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-79図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-80図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-81図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-82図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-83図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-84図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-85図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-86図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-87図　設計用床応答曲線

M
O
X
①
　
Ⅲ
(
1
)
-
0
3
0
0
-
1
9
5
　
G

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0.01 0.10 1.00

応
答

加
速

度
(
G
)

固有周期(秒)

Ss01

Ss02

Ss03

Ss04

Ss05

Ss06

Ss07

Ss08

Ss09

Ss10

Ss11

Ss12

Ss13

包絡スペクトル

　　　　 92



建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-88図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-89図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-90図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-91図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-92図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-93図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-94図　設計用床応答曲線

M
O
X
①
　
Ⅲ
(
1
)
-
0
3
0
0
-
2
0
2
　
G

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.01 0.10 1.00

応
答

加
速

度
(
G
)

固有周期(秒)

Ss01

Ss02

Ss03

Ss04

Ss05

Ss06

Ss07

Ss08

Ss09

包絡スペクトル

　　　　 99



建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-95図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 56.80 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-96図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-97図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-98図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-99図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-100図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-101図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-102図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-103図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-104図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-105図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-106図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-107図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-108図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-109図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-110図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-111図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-112図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-113図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-114図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-115図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-116図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-117図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-118図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-119図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 50.30 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-120図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-121図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-122図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-123図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-124図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-125図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-126図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-127図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-128図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-129図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-130図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-131図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-132図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-133図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-134図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-135図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-136図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-137図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-138図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-139図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-140図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-141図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-142図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-143図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 43.20 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-144図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-145図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-146図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-147図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-148図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-149図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-150図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-151図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： NS

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-152図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-153図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-154図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-155図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-156図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-157図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-158図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-159図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： EW

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-160図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 0.5 (%)

第3.-161図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 1.0 (%)

第3.-162図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 1.5 (%)

第3.-163図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 2.0 (%)

第3.-164図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 2.5 (%)

第3.-165図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 3.0 (%)

第3.-166図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 4.0 (%)

第3.-167図　設計用床応答曲線
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建屋名： 燃料加工建屋

地震波名： 1.2Ss

方向： UD

床レベル： 35.00 (m)

減衰定数： 5.0 (%)

第3.-168図　設計用床応答曲線
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Ⅲ－１－１－７ 

 水平 2 方向及び鉛直方向地震力

の組合せに関する影響評価方針 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち，「4.1 地震力の算定

方法 4.1.2 動的地震力」に基づき，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価の方針について説明するものである。 

 

2. 基本方針  

施設の耐震設計では，設備の構造から地震力の方向に対して弱軸，強軸を明確にし，地

震力に対して配慮した構造としている。 

「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の解釈別記３において，水平２

方向及び鉛直方向地震力の組合せが示されたことから，従来の水平１方向及び鉛直方向地

震力を組み合わせた耐震計算(以下「従来設計手法」という。)に対して，施設の構造特性

から水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の可能性がある施設を評価対象施

設として抽出し，施設が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

評価対象は「加工施設の技術基準に関する規則」の第６条及び第 27 条に規定されている

耐震重要施設及びその間接支持構造物，重大事故等対処施設並びにこれらの施設への波及

的影響防止のために耐震評価を実施する施設，設備の部位とする。なお，耐震Ｂクラスの

施設については共振のおそれのある施設を評価対象とする。 

評価に当たっては，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響

を受ける部位を抽出し，その部位について水平２方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し，

施設が有する耐震性への影響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法を用いた検討等，新たに

設計上の対応策を講ずる。 

 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地震動 

水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価には，基準地震動Ｓｓを用いる。基準地

震動Ｓｓは，添付書類「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概

要」による。 

ここで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる基準地震動Ｓ

ｓは，複数の基準地震動Ｓｓにおける地震動の特性及び包絡関係を，施設の特性による影

響も考慮した上で確認し，本影響評価に用いる。 
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4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する影響評価方針 

4.1 建物・構築物(洞道以外) 

4.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の考え方 

従来設計手法では，建物・構築物の地震応答解析において，各水平方向及び鉛直方向

の地震動を質点系モデルにそれぞれの方向ごとに入力し解析を行っている。また，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設における建物・構築物は，全体形状及び平面レイアウトから，地震力を

主に耐震壁で負担する構造であり，剛性の高い設計としている。 

水平方向の地震力に対しては，せん断力について評価することを基本とし，建物・構

築物に作用するせん断力は，地震時に生じる力の流れが明解になるように，直交する２

方向に釣合いよく配置された鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐震要素として構造計

画を行う。地震応答解析は，水平２方向の耐震壁に対してそれぞれ剛性を評価し，各水

平方向に対して解析を実施している。したがって，建物・構築物に対し水平２方向の入

力がある場合，各方向から作用するせん断力を負担する部位が異なるため，水平２方向

の入力がある場合の評価は，水平１方向にのみ入力がある場合と同等な評価となる。 

鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価することを基本としている。建物・

構築物に作用する軸力は，鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐震要素として構造計画を

行う。 

入力方向ごとの耐震要素について，第 4.1-1 図に示す。 

また，添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に関する計算書」のうち建物・構築物の

局部評価は，地震応答解析により算出された応答を水平１方向及び鉛直方向に組み合わ

せて行っている。 

 

 

第 4.1-1 図 入力方向ごとの耐震要素 
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4.1.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

建物・構築物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを考慮した場合に影

響を受ける可能性がある部位の評価を行う。 

対象とする部位について，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定され

る応答特性から水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性の

ある部位を抽出する。 

応答特性から抽出された，水平２方向の地震力による影響を受ける可能性がある部位

は，従来設計手法による結果の荷重又は応力の算出結果等を水平２方向及び鉛直方向に

組み合わせ，各部位に発生する荷重や応力を算出し，各部位が有する耐震性への影響を

確認する。各部位が有する耐震性への影響が確認された場合，詳細な手法を用いた検討

等，新たに設計上の対応策を講ずる。 

 

4.1.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

建物・構築物の従来設計手法に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによ

る影響を受ける可能性がある耐震評価上の構成部位について，応答特性から抽出し，影

響を評価する。影響評価のフローを第 4.1-2 図に示す。 

(1) 影響評価部位の抽出 

① 耐震評価上の構成部位の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，各建屋において，該当する

耐震評価上の構成部位を網羅的に確認する。 

② 応答特性の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せの影響が想定される応答特性を整理する。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響確認のための建物・構築物

の評価は，上位クラスの建物・構築物との相対変位による衝突の有無の判断が基本

となる。そのため，せん断及び曲げ変形評価を行うこととなり，壁式構造では耐震

壁(ラーメン構造では柱，梁)を主たる抽出対象部位とし，その他の構成部位につい

ては抽出対象に該当しない。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

整理した耐震評価上の構成部位について，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

の影響が想定される応答特性のうち，荷重の組合せによる応答特性を検討する。水

平２方向及び鉛直方向地震力に対し，荷重の組合せによる応答特性により，有する

耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

④ ３次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽出されなかった部位のう

ち，３次元的な応答特性が想定される部位を検討する。水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せに対し，３次元的な応答特性により，有する耐震性への影響が想定さ

れる部位を抽出する。 

⑤ ３次元 FEM モデルによる精査 

３次元的な応答特性が想定される部位として抽出された部位について，３次元 FEM
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モデルを用いた精査を実施し，水平２方向及び鉛直方向地震力により，有する耐震

性への影響が想定される部位を抽出する。 

また，３次元的な応答特性が想定される部位として抽出されなかった部位について

も，局所応答の観点から，３次元 FEM モデルによる精査を実施し，水平２方向及び

鉛直方向地震力により，有する耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

局所応答に対する３次元 FEM モデルによる精査は，施設の重要性，建屋規模及び構

造特性を考慮し，燃料加工建屋について，地震応答解析を行う。 

(2) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価においては，添付書類「Ⅲ

－３ 加工施設の耐震性に関する計算書」のうち建物・構築物の局部評価に示す水

平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる局部評価の荷重又は応力の算出結果等

を用い，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み合わせる方法として，米国 REGULATORY 

GUIDE 1.92＊の「2. Combining Effects Caused by Three Spatial Components of an 

Earthquake」を参考として，組合せ係数法(1.0：0.4：0.4)に基づいて地震力を設定

する。 

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位について，構造部材の発生応力等を

適切に組み合わせることで，各部位の設計上の許容値に対する評価を実施し，各部

位が有する耐震性への影響を評価する。 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤で，施設が有する耐震性への影響が想定され，評価対象として抽出された

部位が，耐震重要施設又は重大事故等対処施設の間接支持機能を有する場合には，

機器・配管系に対し，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影

響を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響が確認された場合，

機器・配管系の影響評価に反映する。 

なお，⑤の精査にて，建物・構築物の影響の観点から抽出されなかった部位であっ

ても，３次元 FEM モデルによる地震応答解析結果から，機器・配管系への影響の可

能性が想定される部位について検討対象として抽出する。 

注記 ＊：REGULATORY GUIDE (RG) 1.92 “COMBINING MODAL RESPONSES AND SPATIAL 

COMPONENTS IN SEISMIC RESPONSE ANALYSIS” 
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①耐震評価上の構成部位の整理

②水平２方向及び鉛直方向地震力
の影響が想定される応答特性の整理

③荷重の組合せによる応答特性が
想定される部位の抽出

④３次元的な応答特性が
想定される部位か

⑤３次元FEMモデルによる精査（局
所応答を含み，耐震性を有している
ことへの影響が想定される部位か）

評価対象部位

⑥水平２方向及び鉛直
方向地震力の組合せによる影響評価

（水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに
対し，耐震性を有していること

への影響があるか）

従来の設計手法に加えて更な
る設計上の配慮が必要な部位

⑦機器・配管系への
影響検討

従来の設計手法で水平２方向及
び鉛直方向の地震力は対応可能

間接支持構造物の場合

YES

NO

YES

NO

NO

YES

NO

YES

第 4.1-2 図 建物・構築物の水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ 

による影響評価フロー 
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4.2 構築物(洞道) 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の考え方 

一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重であるのに対し，洞道は地中に

埋設されているため，動土圧や動水圧等の外力が主たる荷重となる。また，洞道は，比

較的単純な構造部材の配置で構成され，ほぼ同一の断面が長手方向に連続する構造的特

徴を有することから，３次元的な応答の影響は小さいため，２次元断面での耐震評価を

行っている。 

洞道は，主に配管等の間接支持機能を維持するため，管軸方向に対して空間を保持で

きるように構造部材が配置されることから，構造上の特徴として，明確な弱軸，強軸を

有する。 

強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して，顕著な影響を及ぼさないことから，従

来設計手法では，弱軸方向を評価対象断面として，耐震評価を実施している。 

 

4.2.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

洞道において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを考慮した場合に影響を受け

る可能性がある構造物の評価を行う。 

洞道を構造形式ごとに分類し，構造形式ごとに作用すると考えられる荷重を整理する

ことで，荷重が作用する構造部材の配置等から水平２方向及び鉛直方向地震力による影

響を受ける可能性のある構造物を抽出する。 

抽出された構造物について，従来設計手法での評価対象断面(弱軸方向)に直交する断

面(強軸方向)の応答が評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の照

査に影響を与える場合には，評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材

の照査において，評価対象断面(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)の地震応答解析に

基づく構造部材の発生応力を適切に組み合わせることで，水平２方向及び鉛直方向地震

力による構造部材の発生応力を算出し，構造物が有する耐震性への影響を確認する。 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法を用いた検討等，新

たに設計上の対応策を講ずる。 

 

4.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

洞道において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を受ける可能性があり，

従来設計手法の耐震評価に加え，更なる設計上の配慮が必要な構造物について，構造形

式及び作用荷重の観点から影響評価の対象とする構造物を抽出し，構造物が有する耐震

性への影響を評価する。影響評価フローを第 4.2-1 図に示す。 

(1) 影響評価対象構造形式の抽出 

① 構造形式の分類 

洞道について，各構造物の構造上の特徴や従来設計手法の考え方を踏まえ，構造形

式ごとに大別する。 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重の整理 

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重を抽出する。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造形式の抽出 
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②で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのように作用するかを整理し，耐震

性に与える影響程度を検討した上で，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影

響が想定される構造形式を抽出する。 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な応答特性が想定される箇所

の抽出 

③で抽出されなかった構造形式について，従来設計手法における評価対象断面以外

の箇所で，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響により３次元的な応答が

想定される箇所を抽出する。 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認 

④で抽出された箇所が水平２方向及び鉛直方向地震力に対して，従来設計手法にお

ける評価対象断面の耐震評価で満足できるか検討を行う。 

(2) 評価対象構造物の選定 

⑥ 評価対象構造物の選定 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される構造形式を対象に，評

価対象構造物を選定する。 

評価対象構造物の選定に当たっては，洞道は明確な弱軸・強軸を示し，地震時にお

ける構造物のせん断変形方向が明確であることを考慮し，従来設計手法における評

価対象断面(弱軸方向)の耐震評価結果を踏まえて選定する。 

(3) 影響評価手法 

⑦ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

評価対象として選定された構造物について，従来設計手法での評価対象断面(弱軸

方向)に直交する断面(強軸方向)の応答が，評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析

に基づく構造部材の照査に影響を与える場合には，評価対象断面(弱軸方向)の地震

応答解析に基づく構造部材の照査において，評価対象断面(弱軸方向)に直交する断

面(強軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の発生応力を適切に組み合わせるこ

とで，構造部材の設計上の許容値に対する評価を実施し，構造部材が有する耐震性

への影響を確認する。 

⑧ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤で，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が確認された構造物が，

耐震Ｓクラスの施設の機器・配管系の間接支持構造物である場合には，機器・配管

系に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響を確認

する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響が確認された場合，

機器・配管系の影響評価に反映する。 
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NO 

間接支持構造物の場合 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重の整理 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の 

３次元的な応答特性が想定される箇所の抽出 

従来の設計手法で水平２方向及び 

鉛直方向の地震力は対応可能 

従来の設計手法に加えて更なる

設計上の考慮が必要 

⑧ 機器・配管系への

影響検討 

① 構造形式の分類 

YES 

包絡できる 

影響なし 

包絡できない 

影響あり 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認 

（従来設計手法における耐震評価で

包絡できない箇所か） 

⑥ 評価対象構造物の選定 

③ 荷重の組合せによる応答特性が

想定される構造形式の抽出 

(荷重の組合せによる応答特性が 

想定される構造形式か) 

⑦ 水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せの影響評価 

(構造物が有する耐震性への 

影響があるか) 

第 4.2-1 図 構築物(洞道)の水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ 

による影響評価フロー  
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4.3 機器・配管系 

4.3.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の考え方 

機器・配管系における水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法では，

建物・構築物の振動特性を考慮し，変形するモードが支配的となり応答が大きくなる方

向(応答軸方向)に基準地震動を入力して得られる各方向の地震力(応答スペクトル)を

用いている。 

応答軸(強軸・弱軸)が明確となっている設備の耐震評価においては，水平各方向の地

震力を包絡し，変形モードが支配的となる応答軸方向に入力する等，保守的な取り扱い

を基本としている。 

一方，応答軸が明確となっていない設備で３次元的な広がりを持つ設備の耐震評価に

おいては，基本的に３次元のモデル化を行っており，建物・構築物の応答軸方向の地震

力をそれぞれ入力し，この入力により算定される荷重や応力のうち大きい方を用いて評

価を実施している。 

さらに，応答軸以外の振動モードが生じにくい構造の採用，応答軸以外の振動モード

が生じにくいサポート設計の採用といった構造上の配慮等，水平方向の入力に対して配

慮した設計としている。 

 

4.3.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

機器・配管系においては，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを考慮した場合に，

影響を受ける可能性がある設備(部位)の評価を行う。 

評価対象は，耐震重要施設，重大事故等対処施設の機器・配管系及びこれらの施設

への波及的影響防止のために耐震性を確保する設備(以下「評価対象設備」という。)

とする。 

対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の特徴により荷重の伝達方向，

その荷重を受ける構造部材の配置及び構成等により水平２方向の地震力による影響を

受ける可能性がある設備(部位)を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備(部位)は，水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せによる影響の検討を実施する。水平各方向の地震力が１:１で入力された場

合の発生値を従来設計手法による結果の荷重又は算出応力等を水平２方向及び鉛直方

向に整理して組み合わせる又は新たな解析等により高度化した手法を用いる等により，

水平２方向の地震力による設備(部位)に発生する荷重や応力を算出する。 

これらの検討により，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた荷重や応力の結

果が，従来設計手法による発生値と同等である場合は影響のない設備とし，評価対象に

は抽出せず，従来設計手法による発生値を超えて耐震性への影響が懸念される場合は，

設備が有する耐震性への影響を確認する。 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法を用いた検討等，新た

に設計上の対応策を講ずる。 

 

4.3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

機器・配管系において，従来設計手法に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力の組
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合せの影響の可能性がある設備を構造及び発生値の増分の観点から抽出し，影響を評価

する。なお，影響評価は従来設計手法で用いている質点系モデル，有限要素法モデル等

による結果を用いて行うことを基本とする。影響評価のフローを第 4.3-1 図に示す。 

① 影響評価対象となる設備の整理 

評価対象設備を，機種ごとに分類し整理する(第 4.3-1 図①)。 

② 構造上の特徴による抽出 

機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重複する観点，又は応答軸方向

以外の振動モード(ねじれ振動等)が生じる観点で検討を行い，水平２方向の地震力

による影響の可能性がある設備を抽出する(第 4.3-1 図②)。 

③ 発生値の増分による抽出 

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対して，水平２方向の地震力

が各方向１:１で入力された場合に各部にかかる荷重や応力を求め，従来設計手法に

対して，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを考慮した発生値の増分を用いて

影響を検討し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

また，建物・構築物の検討により，機器・配管系への影響の可能性がある部位が抽

出された場合は，機器・配管系への影響を評価し，耐震性への影響が懸念される設

備を抽出する。 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配慮し耐震裕度が小さい

設備(部位)を対象とする(第 4.3-1 図③)。 

なお，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討する際は，地震時に水

平２方向及び鉛直方向それぞれの最大応答が同時に発生する可能性は極めて低いと

した考え方である Square-Root-of-the-Sum-of-the-Squares 法(以下「非同時性を考

慮した SRSS 法」という。)又は組合せ係数法(1.0：0.4：0.4)を適用する。この組合

せ方法については，現状の耐震評価は基本的におおむね弾性範囲でとどまる体系で

あることに加え，国内と海外の機器の耐震解析は，基本的に線形モデルで実施して

いる等類似であり，水平２方向及び鉛直方向の位相差は機器の応答にも現れること

から，米国 REGULATORY GUIDE 1.92 の「2.Combining Effects Caused by Three Spatial 

Components of an Earthquake」を参考としているものである。 

④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

③の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有する耐震性への影響を

確認する(第 4.3-1 図④)。 
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①評価対象となる設備の整理

②構造上，水平２方向及び鉛直方向
地震力の組合せの影響の可能性が

ある設備か

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを
考慮した発生荷重等を用いた検討

建物・構築物の検討に
よる機器・配管系への
影響検討結果

③水平２方向及び鉛直方向地震力
の組合せを考慮した発生値が従来
の発生値と比べて影響があるか

④水平２方向及び鉛直方向地震
力の組合せの影響評価（水平２方向
及び鉛直方向地震力の組合せに対
し，耐震性への影響があるか）

従来の設計手法に加えて更
なる設計上の配慮が必要な設備

従来の設計手法で水平２方向及び
鉛直方向地震力は対応可能

YES

NO

YES

YES

NO

NO

 

 

第 4.3-1 図 機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地震力の 

組合せを考慮した影響評価フロー 
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 機能維持の基本方針 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」に示す設計用地震力の算定

方法及び機能維持の考え方に基づき，ＭＯＸ燃料加工施設の機能維持に関する基本的な

考え方を説明するものである。 

 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計

の基本方針」に示す設計用地震力の算定方法に基づくこととし，具体的な算定方法は第

2.-1 表に従い算定する。また，当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算定に

際しては，添付書類「Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に定める方法にて

設定した設計用床応答曲線を用いる。 
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第 2.-1 表 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき

算定する。 

 

1) Ｃｉは標準せん断力係数を 0.2 とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考

慮して求められる値で次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０：標準せん断力係数 

 

2) Ｃｉは標準せん断力係数を 1.0 とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考

慮して求められる値で次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０：標準せん断力係数 

 

3) 震度 0.3 とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し，高さ方向に一定

として求められる値で次式に基づく。 

ＣV＝0.3・ＲＶ 

ＲＶ：振動特性係数 

 

  

項目 
耐震 

重要度 

地震層せん断力係数及び水

平震度 

地震層せん断力係数 

(必要保有水平耐力算出

用) 

鉛直震度 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 3.0Ci
1) 1.0Ci

2) 1.0Cv
3) 

Ｂ 1.5Ci
1) 1.0Ci

2) － 

Ｃ 1.0Ci
1) 1.0Ci

2) － 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 3.6Ci
1) － 1.2Cv

3) 

Ｂ 1.8Ci
1) － － 

Ｃ 1.2Ci
1) － － 
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(2) 動的地震力 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定する。 

1) 設計用床応答曲線は，弾性設計用地震動Ｓｄ及び基準地震動Ｓｓに基づき作成した設

計用床応答曲線とする。 

2) 共振のおそれのある施設に適用する。 

3) 評価に適用する設計用床応答曲線Ｓｄについては，弾性設計用地震動Ｓｄから算定し

た設計用床応答曲線Ｓｄ，又は設計用床応答曲線Ｓｓに対して係数※を乗じて算定し

た評価用床応答曲線Ｓｄを用いる。 

4) 設計用床応答曲線Ｓｄ又は評価用床応答曲線Ｓｄに対して２分の１を乗じたものを

用いる。 

 
※添付書類「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」の「７．弾

性設計用地震動Ｓｄ」と同等の係数を用いる。 

  

項目 
耐震 

重要度 

入力地震動又は入力地震力 1) 

水平 鉛直 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 

弾性設計用地震動Ｓｄ 弾性設計用地震動Ｓｄ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 
弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/22) 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/22) 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 

設計用床応答曲線Ｓｄ3) 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｄ3) 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 
設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/22)4) 

設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/22)4) 
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地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する動的地震力は，以下の入力地

震動に基づき算定する。 

1) 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を用いる。 

 

  

項目 
入力地震動 

水平 鉛直 

地震を要因とする重

大事故等に対する施

設 

基準地震動Ｓｓ×1.21) 基準地震動Ｓｓ×1.21) 
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(3) 設計用地震力 

1) 共振のおそれのある施設に適用する。 

 

  

項目 
耐震 

重要度 
水平 鉛直 摘要 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 

地震層せん断力係数 

3.0Ｃｉ 

静的震度 

1.0ＣＶ 
荷重の組合せは，水平方向

及び鉛直方向が静的地震力

の場合は同時に不利な方向

に作用させるものとする。 

水平方向及び鉛直方向が動

的地震力の場合は組合せ係

数法又は二乗和平方根

(SRSS)法による。 

弾性設計用地震動Ｓｄ 弾性設計用地震動Ｓｄ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 

地震層せん断力係数 

1.5Ｃｉ 
－ － 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/21) 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/21) 

荷重の組合せは，組合せ係

数法，二乗和平方根(SRSS)

法又は絶対値和法による。 

Ｃ 
地震層せん断力係数 

1.0Ｃｉ 
－ － 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 

静的震度 

3.6Ｃｉ 

静的震度 

1.2ＣＶ 

荷重の組合せは，水平方向

及び鉛直方向が静的地震力

の場合は同時に不利な方向

に作用させるものとする。 

水平方向及び鉛直方向が動

的地震力の場合は二乗和平

方根(SRSS)法又は絶対値和

法による。 

設計用床応答曲線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

荷重の組合せは，二乗和平

方根(SRSS)法又は絶対値和

法による。 

Ｂ 

静的震度 

1.8Ｃｉ 
－ 

水平方向及び鉛直方向が動

的地震力の場合は二乗和平

方根(SRSS)法又は絶対値和

法による。 設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/21) 

設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/21) 

Ｃ 
静的震度 

1.2Ｃｉ 
－ － 
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3. 構造強度の制限 

ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計については，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本

方針」に基づき，耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力

が加わった場合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力を許容限界以

下とする設計とする。 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できるように余裕を見込

んだ値又は重大事故等に対処するための機能が維持できる値とする。安全機能を有する

施設の地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容限界を第3.-1

表に示す。また，重大事故等に対処するために必要な機能が維持されることの確認に当

たっては，第3.-1表(2)又は第3.-2表に示す許容限界の適用に加えて，塑性変形する場合

であっても破断延性限界に至らず，その施設の機能に影響を及ぼすことがないものを許

容限界とする。具体的に適用する許容限界については後次回で申請する「耐震計算書作

成の基本方針」において示す。 

機器・配管系の疲労解析に用いる等価繰返し回数は，原則，設備ごとに個別に設定し

た値を用いる。Ｓｄ地震動の疲労解析は，設備ごとに個別に設定したＳｄ地震動の等価

繰返し回数がＳｓ地震動の疲労解析に用いた等価繰返し回数以下であれば省略できる。 

建物・構築物の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対して，妥当な安全余裕を有す

る設計とする。支持性能が必要となる施設の基礎地盤については，接地圧が安全上適切

と認められる規格及び基準等による地盤の支持力を十分下回る設計とし，ＭＯＸ燃料加

工施設に応じた許容限界を設定する。 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風荷重を組み合

わせる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第3.-1図に示す。積雪荷重については，屋

外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設構造物等

常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力と組み合わせる。

また，風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，コ

ンクリート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震荷重と比べて相

対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力と組み合わせ

る。第3.-3表に施設の区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。 
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第 3.-1 表 安全機能を有する施設 荷重の組合せ及び許容限界 

 (1) 建物・構築物 

耐震 

重要度 
荷重の組合せ 1) 許 容 限 界 

基礎地盤の 

支持性能 

Ｓ 

Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ＋Ｓｄ 

質点系モデルによる地震応答解析の最大せ

ん断ひずみ度がおおむね弾性状態に留まる

範囲で耐えること，又は部材に生じる応力

が短期許容応力度に基づく許容値又は CCV

規格 2)における荷重状態Ⅲの許容値を超え

ないこととする。 

地盤の短期許容

支持力度とす

る。 

Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ＋Ｓｓ 

質点系モデルによる地震応答解析の最大せ

ん断ひずみ度が 2.0×10-3を超えないこと，

又は部材に生じる応力が終局耐力に対し妥

当な安全裕度を有していることあるいは部

材に生じる応力若しくはひずみが CCV 規格
2)における荷重状態Ⅳの許容値を超えない

こととする。 

地盤の極限支持

力度を十分下回

ることとする。 

Ｂ Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ＋ＳＢ 
部材に生じる応力が短期許容応力度に基づ

く許容値を超えないこととする。 

地盤の短期許容

支持力度とす

る。 

Ｃ Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ＋ＳＣ 
部材に生じる応力が短期許容応力度に基づ

く許容値を超えないこととする。 

地盤の短期許容

支持力度とす

る。 

1)： 地震力と組み合わせる荷重には，この他，建物・構築物の実況に応じて，土圧，水圧等を考慮

するものとする。 

2)： 発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格((社)日本機械学会，2003) 

記号の説明 

Ｄ  ：固定荷重 

Ｌ  ：積載荷重 

ＬＳ ：積雪荷重(短期事象との組合せ用) 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＳＢ ：Ｂクラスの施設に適用される地震力 

ＳＣ ：Ｃクラスの施設に適用される地震力 
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(2) 機器・配管系 

記号の説明 

Ｄ ：死荷重(自重) 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＳＢ ：Ｂクラスの施設に適用される地震力 

ＳＣ ：Ｃクラスの施設に適用される地震力 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

Ｓｙ ：設計降伏点  「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005年版(2007年

追補版を含む))JSME S NC1-2005/2007」(以下「JSME S NC1」

という。)付録材料図表Part5表8に規定される値 

Ｓｕ ：設計引張強さ  「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 9 に規定される値 

Ｓｍ ：設計応力強さ  「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 1 に規定される値 

Ｓ ：許容引張応力  「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 5 又は表 6に規定

される値 

ｆｔ ：許容引張応力  支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME S NC1」

SSB-3121.1 により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131により規定さ

れる値 

ｆｓ ：許容せん断応力 同 上 

ｆｃ ：許容圧縮応力  支持構造物(ボルト等を除く。)に対して「JSME 

S NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

ｆｂ ：許容曲げ応力  同 上 

ｆｐ ：許容支圧応力  同 上 

ｆｔ
*，ｆｓ

*，ｆｃ
*，ｆｂ

*，ｆｐ
*： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に「JSME S NC1」SSB-

3121.1(1)a.本文中「Ｓｙ」及び「Ｓｙ(RT)」とあるのを「1.2Ｓｙ」及び「1.2Ｓ

ｙ(RT)」と読み替えて算出した値(「JSME S NC1」SSB-3121.3 及び SSB-3133) 

 なお，上記において「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 1，表 5，表 6，表

8及び表 9に値の記載がない場合は，別途定められた規格・基準等を準用するこ

ととする。 

注記：添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」に定めている設計基準事故時

の状態で施設に作用する荷重ついては，通常時に作用している荷重を超えるもの

及び長時間施設に作用するものがないため，地震荷重と組み合わせるものはな

い。 
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① 容器 

a．Ｓクラス 

耐震 

重要度 

荷重の 

組合せ 

許   容   限   界 2) 

一次一般膜応力 
一次膜応力＋ 

一次曲げ応力 

一 次 ＋ 

二 次 応 力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピ ー ク 応 力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さ

い方。 

ただし，オーステナ

イト系ステンレス鋼

及び高ニッケル合金

については上記値と

1.2Ｓとの大きい方。 

左欄の 1.5 倍の値 

Ｓｄ又はＳｓ地震動のみによる

疲労解析を行い，疲労累積係数が

1.0 以下であること。ただし，地

震動のみによる一次＋二次応力

の変動値が２Sy 以下であれば疲

労解析は行わない。1) 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＳ 
0.6Ｓｕ 左欄の 1.5 倍の値 

1)：２Syを超えるときは弾塑性解折を行う。この場合「JSME S NC1」PVB-3300(同 PVB-3313

を除く。また Smは 2／3 Syと読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

2)：座屈に対する評価が必要な場合には，JEAG4601—1987 第 2 種容器(クラス MC 容器)の

座屈に対する評価式による。 
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b．Ｂ，Ｃクラス 

耐震 

重要度 
荷重の組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 一 次 応 力 

Ｂ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＢ Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい方。 

ただし，オーステナイト系ステンレス

鋼及び高ニッケル合金については上記

値と 1.2Ｓとの大きい方。 

Ｓｙ 

ただし，オーステナイト系

ステンレス鋼及び高ニッケ

ル合金については上記値と

1.2Ｓとの大きい方。 Ｃ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＣ 
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② 配管類 

a．Ｓクラス 

 
耐震 

重要度 

荷重の 

組合せ 

許   容   限   界 

一 次 一 般 膜 応 力 
一次応力 

(曲げ応力を含む。) 

一 次 ＋ 

二 次 応 力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピ ー ク 応 力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。)

 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さ

い方。 

ただし，オーステナイ

ト系ステンレス鋼及び

高ニッケル合金につい

ては上記値と 1.2Ｓと

の大きい方。1)  

Ｓｙ 

ただし，オーステナイト

系ステンレス鋼及び高

ニッケル合金について

は上記値と 1.2Ｓとの大

きい方。 

Ｓｄ又はＳＳ地震動のみによる

疲労解析を行い，疲労累積係数

が 1.0 以下であること。ただし，

地震動のみによる一次＋二次応

力の変動値が 2Ｓｙ以下であれ

ば疲労解析は行わない。2) 

Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＳ 
0.6Ｓｕ

1) 左欄の 1.5 倍の値 

ダ 

ク 

ト 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋Ｓｄ 
地震時の加速度及び相

対変位に対し機能が保

たれるようサポートの

スパン長 3)を最大許容

ピッチ以下に確保する

こと。 

－ － － 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋

ＳＳ 

1)：軸力による全断面平均応力については，配管(ダクトを除く。)におけるＳｄとの荷重の

組合せの一次一般膜応力の許容値の 0.8 倍の値とする。 

2)：２Ｓｙを超えるときは弾塑性解折を行う。この場合「JSME S NC1」PPB-3536(同(3)及び

(6)を除く。また Smは 2／3 Syに読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

3)：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 
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b．Ｂ，Ｃクラス 

 
耐震 

重要度 

荷重の 

組合せ 

許   容   限   界 

一 次 一 般 膜 応 力 一  次  応  力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。)

 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＢ 
Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい方。 

ただし，オーステナイト系ステン

レス鋼及び高ニッケル合金につい

ては上記値と 1.2Ｓとの大きい方

1)。 

Ｓｙ 

ただし，オーステナイト系ステン

レス鋼及び高ニッケル合金につ

いては上記値と 1.2Ｓとの大きい

方。 Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＣ 

ダ
ク
ト 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＢ 地震時の加速度及び相対変位に対

し機能が保たれるようサポートの

スパン長 2)を最大許容ピッチ以下

に確保すること。 

－ 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＣ 

1)：軸力による全断面平均応力については，Sクラスの配管(ダクトを除く。)におけるＳｄ

との荷重の組合せの一次一般膜応力の許容値の 0.8 倍の値とする。 

2)：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 
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③ ポンプ 

ａ．Ｓクラス 

耐震 

重要度 

荷重の 

組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 一次応力 
一 次 ＋ 

二 次 応 力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピ ー ク 応 力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋

Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの小

さい方。 

ただし，オーステ

ナイト系ステンレ

ス鋼及び高ニッケ

ル合金については

上記値と 1.2Ｓと

の大きい方。 

左欄の 1.5 倍の値 

Ｓｄ又はＳｓ地震動のみによ

る疲労解析を行い，疲労累積係

数が 1.0 以下であること。ただ

し，地震動のみによる一次＋二

次応力の変動値が２Sy 以下で

あれば疲労解析は行わない。1) 
Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋

ＳＳ 

0.6Ｓｕ 左欄の 1.5 倍の値 

1)：２Syを超えるときは弾塑性解折を行う。この場合「JSME S NC1」PVB-3300(同 PVB-3313

を除く。また Smは 2／3 Syと読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 
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b．Ｂ，Ｃクラス 

耐震 

重要度 
荷重の組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 
一 次 応 力 

(曲げ応力を含む。) 

Ｂ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＢ Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい方。 

ただし，オーステナイト系ステンレ

ス鋼及び高ニッケル合金については

上記値と 1.2Ｓとの大きい方。 

Ｓｙ 

ただし，オーステナイト

系ステンレス鋼及び高ニ

ッケル合金については上

記値と 1.2Ｓとの大きい

方。 
Ｃ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＣ 
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④ 弁(弁箱)  

耐震 

重要度 

荷重の 

組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 一次応力 
一 次 ＋ 

二 次 応 力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピ ー ク 応 力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋

Ｓｄ 

――――――――――――――――――       1) 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋

ＳＳ 

Ｂ 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋

ＳＢ 

Ｃ 

Ｄ＋Ｐｄ

＋Ｍｄ＋

ＳＣ 

1)：弁の肉厚が接続配管と同等で，特に大きな駆動部を有する電動弁，空気作動弁につい

ては，「JSME S NC1」VVB-3300 の評価を行う。ただし，地震時に過大な応力の発生を

防ぐ処置が講じられているものは，この限りではない。 
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⑤ 支持構造物 

耐震 

重要度 
荷重の組合せ 

許容限界(ボルト等を除く。)4),5),6) 
許容限界5) 

(ボルト等) 

一  次  応  力 一 次 ＋ 二 次 応 力 一 次 応 力 

引張 せん断 圧縮 曲げ 支圧 
引張 

圧縮 
せん断 曲げ 支圧 座屈 引張 せん断 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋Ｓｄ 1.5ft 1.5fs 1.5fc 1.5fb 1.5fp 

 

3ft
8) 

1) 

3fs
8) 

2) 

3fb
8) 

3) 

1.5fp 

2) 

3) 

1.5fb 

1.5fs 

又は 

1.5fc 

1.5ft
7) 

(ft) 

1.5fs
7) 

(fs) 

Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋Ｓｓ 1.5ft
* 1.5fs

* 1.5fc
* 1.5fb

* 1.5fp
* 

3) 

1.5fp
* 

1.5ft
* 7) 

(1.5ft) 

1.5fs
* 7) 

(1.5fs) 

Ｂ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＢ 

1.5ft 1.5fs 1.5fc 1.5fb 1.5fp 
3) 

1.5fp 

1.5ft
7) 

(ft) 

1.5fs
7) 

(fs) 

Ｃ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＣ 

1)：すみ肉溶接部にあっては最大応力に対して1.5fsとする。 
2)：「JSME S NC1」SSB-3121.1(4)により求めたfbとする。 
3)：自重，熱膨張等により通常時に作用している荷重に，地震による荷重を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価する。 
4)：「鋼構造設計規準 SI単位版」(2002 年日本建築学会)等の幅厚比の制限を満足させる。 
5)：応力の組合せを考慮する必要がある場合は，組合せ応力に対しても評価を行う。 
6)：Ｓクラスで耐圧部に溶接等により直接取付けられる支持構造物であって耐圧部と一体の応力解析を行うものについては耐圧部と同じ許容応力

とする。 
7)：コンクリートに埋込まれるアンカーボルトで地震応力の占める割合が支配的なものであって，トルク管理，材料の照合等を行わないものにつ

いては，材料の品質，据付状態等のゆらぎ等を考慮して( )内の値を用いて応力評価を行う。 
8)：地震のみによる応力振幅について評価する。
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