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検討方針

最大水位上昇量分布
（日本海東縁部に想定される地震に伴う津波）

最大水位上昇量分布
（陸上の斜面崩壊に起因する津波）

（佐井エリア）
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９-２.線形足し合せ水位評価地点の妥当性確認（１／６）

• 水位上昇側の線形足し合せ評価地点を取水口スクリーン室前面とすることの妥当性を示すために以下の検討を実施する。
• 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波及び陸上の斜面崩壊（佐井エリア）に起因する津波の最大水位上昇量分布より，

以下の３点で比較する（下図，次項P.9.2-3参照）。
① 取水口スクリーン室前面
② 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の最大水位上昇量発生地点
③ 陸上の斜面崩壊に起因する津波の最大水位上昇量発生地点

• 上記３点においてそれぞれの波形を線形に足し合せて，敷地の津波水位が最も高くなる地点を確認する。
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③4.97m(最大水位上昇量)

北側南側

陸上の斜面崩壊に起因する津波（佐井エリア）

日本海東縁部に想定される地震に伴う津波

②5.85m(最大水位上昇量)

評価水位抽出位置の最大水位上昇量分布

評価水位抽出位置
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③陸上の斜面崩壊に起因する津波の
最大水位上昇量発生地点

②日本海東縁部に想定される
地震に伴う津波の
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• 敷地前面の評価水位抽出位置（上昇側）における，日本海東縁部に想定される地震に伴う津波及び陸上の斜面崩壊
（佐井エリア）に起因する津波の最大水位上昇量分布を並べて比較した結果，それぞれの津波水位が大きくなる範
囲は異なることを確認した。

評価水位抽出位置
（上昇側）

コメントNo.S5-36

評価水位抽出位置（上昇側）における最大水位上昇量分布
注：最大水位上昇量の線がない箇所には津波は到達していない。
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９-２.線形足し合せ水位評価地点の妥当性確認（２／６）

N



津波波形の線形足し合わせ：①取水口スクリーン室前面

• 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波と陸上の斜面崩壊に起因する津波を対象に，Ts ※１（39.6s）及びTd ※２

（134.1s）を考慮の上，取水口スクリーン室前面における津波波形の線形足し合わせを行った。
• その結果，線形足し合せによる最大水位上昇量は5.79ｍとなった。
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※１：Ts:斜面崩壊位置への地震動到達に要する時間
※２：Td:斜面崩壊位置での地震動継続時間
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９-２.線形足し合せ水位評価地点の妥当性確認（３／６）



津波波形の線形足し合わせ： ②日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の最大水位上昇量発生地点

• 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の最大水位上昇量発生地点には，陸上の斜面崩壊に起因する津波は到達しない
ため，日本海東縁部に想定される地震に伴う津波と陸上の斜面崩壊に起因する津波の線形足し合わせはできないことを確
認した。

コメントNo.S5-36
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９-２.線形足し合せ水位評価地点の妥当性確認（４／６）



津波波形の線形足し合わせ： ③陸上の斜面崩壊に起因する津波の最大水位上昇量発生地点

• 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波と陸上の斜面崩壊に起因する津波を対象に，Ts ※１（39.6s）及びTd ※２（134.1s）
を考慮の上，陸上の斜面崩壊に起因する津波の最大水位上昇量発生地点における津波波形の線形足し合わせを行った。

• その結果，それぞれの最大水位上昇量発生時刻が50分程度ずれているため，それぞれの津波水位が重なる時刻はないことを
確認した。
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９-２.線形足し合せ水位評価地点の妥当性確認（５／６）



津波波形の線形足し合わせ：まとめ

• 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波と陸上斜面崩壊（佐井エリア）に起因する津波との津波波形の線形足し合わ
せを検討した結果，評価水位抽出位置のうち，敷地の津波水位が最も高くなる地点は，①取水口スクリーン室前面であ
ることが確認できた。

• したがって，日本海東縁部に想定される地震に伴う津波と陸上の斜面崩壊に起因する津波との津波波形の線形足し合せ
の検討は，取水口スクリーン室前面で実施する。
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９-２.線形足し合せ水位評価地点の妥当性確認（６／６）



（余白）
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• 津波水位評価に津軽海峡や発電所専用港湾の影響が考慮されていることを確認するため，津軽海峡，発電所専用港湾及び
津波の周期特性について検討する。

• 評価フロー及び評価内容は以下のとおり。

【評価フロー】

①.津軽海峡及び発電所専用港湾の
周期特性の把握
（各代表地点の周期毎の増幅特性）

②.津波の周期特性の把握
（各代表地点における津波の周期特性）

③.津軽海峡・発電所専用港湾及び
津波の周期特性の比較

【評価内容】

 正弦波による津波解析を実施し，津軽海峡内の代表地点及び発電所専用港湾の地点
固有の周期特性を把握する。

・津軽海峡開口部における津波周期特性

津軽海峡開口部の水位時刻歴波形を用いたスペクトル解析を実施して，津軽海峡
開口部から津軽海峡に入射する津波の周期特性を把握する。

・基準津波策定位置の津波周期特性

基準津波策定位置の水位時刻歴波形を用いたスペクトル解析を実施して，津軽海
峡内を伝播して敷地沖合に到達する津波の持つ周期特性を把握する。

・発電所専用港湾内の津波周期特性

取水口スクリーン室前面の水位時刻歴波形を用いたスペクトル解析を実施して，
発電所専用港湾の影響を受けた津波の周期特性を把握する。

 津軽海峡内の代表地点及び発電所専用港湾の地点固有の周期特性と各波源から伝播
してくる津波の周期特性とを比較して，津波の解析波形に地形の影響が適切に考慮
されていることを確認する。

検討方針

１０．津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性
10-2
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• 周期を変化させた正弦波による津波解析を実施して，津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性を把握する。下記に主な計算条
件を示す。

計算条件一覧

領域
項目

Ｃ領域 Ｄ領域 Ｅ領域 Ｆ領域 Ｇ領域

計算格子間隔⊿s 278ｍ(2500/9) 93ｍ(2500/27) 31ｍ(2500/81) 10ｍ(2500/243) 5ｍ(2500/486)

計算時間間隔⊿t 0.2秒

基礎方程式 非線形長波

沖合境界条件
・沖側境界：正弦波による水位変動を流量として入射し，岸からの反射波については自由透過させる。
・側面水域境界：自由透過

陸側境界条件 完全反射条件 小谷ほか(1998)(63)の遡上境界条件

入射波 正弦波：5波以上，振幅:0.1ｍ，周期：5分～40分（1分ピッチ），40分～150分（10分ピッチ），150分～360分（30分ピッチ）

海底摩擦 マニングの粗度係数 n= 0.03ｍ-1/3ｓ（土木学会（2016）(62)より）

水平渦動粘性係数 考慮しない

潮位条件 T.P.±0.0ｍ

計算時間 4時間を基本とし，入射周期が長いケースは5波相当の時間とする。

Ｃ領域（⊿s=278m）

Ｄ領域
（⊿s=93m）

Ｅ領域
（⊿s=31m）

Ｆ領域
（⊿s=10m）

Ｅ領域（⊿s=31m） Ｆ領域（⊿s=10m）

Ｇ領域
（⊿s=5m）

Ｇ領域（⊿s=5m）

水深

標高
（T.P.）

N

Ｄ領域
（⊿s=93m）

【太平洋側から】
片振幅0.1ｍの
正弦波を入射

N
N

【日本海側から】
片振幅0.1ｍの
正弦波を入射

①．津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性の把握（１／２）：計算条件

１０-１．検討方法（１／４）
10.1-2第994回審査会合
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正弦波入射解析による周期特性把握方法は以下のとおりとする。

• 各周期における最大水位上昇量分布を確認し，津波の増幅特性と地形の関係を把握する。
• 津軽海峡や発電所専用港湾において最大水位の代表地点を複数設定（下図）し，各周期に対して水位の増幅等を分析す

ることで，津軽海峡や発電所専用港湾の周期特性を把握する。

Ｃ領域（⊿s=278m）

Ｇ領域（⊿s=5m）

水深

標高
（T.P.）

Ｅ領域（⊿s=31m）

水深

周期特性の代表地点

取水口SC前面

基準津波策定位置

函館

陸奥大湊

大畑※

青森

N

NN

①．津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性の把握（２／２）：評価方法・代表地点

三厩※

※「大畑」は太平洋側からの津波のみ，「三厩」
は日本海側からの津波のみを対象とする。

１０-１．検討方法（２／４）

みんまや

太平洋側からの津波に対する検討結果は，P.10.3-2，P.10.3-3に記載

10.1-3

日本海側からの津波に対する検討結果は，P.10.2-2，P.10.2-3に記載

第994回審査会合
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各波源から発電所に到達する津波の周期特性の把握のため，以下の目的に応じた地点の時刻歴波形を用いてスペクトル解
析を実施する。

・津軽海峡開口部の津波周期特性把握：津軽海峡開口部
・敷地沖合の津波周期特性把握：基準津波策定位置
・発電所専用港湾の影響を受けた発電所地点の周期特性把握：敷地内の代表点として，取水口スクリーン室前面

Ｃ領域（⊿s=278m）

スペクトル解析代表地点

津軽海峡開口部
（太平洋側）※

Ｇ領域（⊿s=5m）

水深

標高
（T.P.）

Ｅ領域（⊿s=31m）

取水口SC前面

基準津波策定位置

②．津波の周期特性の把握：評価方法・代表地点

津軽海峡開口部
（日本海側）※

太平洋側からの津波に対する検討結果は，P.10.3-5～P.10.3-12参照。

１０-１．検討方法（３／４）
10.1-4

日本海側からの津波に対する検討結果は，P.10.2-5～P.10.2-9参照。

N N

第994回審査会合

資料3-2 P.10.1-4一部修正

火山現象に起因する津波に対する検討結果は，P.10.2-11～P.10.2-15参照。

陸上の斜面崩壊に起因する津波に対する検討結果は，P.10.2-17～P.10.2-20参照。

※「火山現象に起因する津波」は，日本海側のみを対象とする。
また，「陸上の斜面崩壊に起因する津波」は，津軽海峡内で発生
するため両地点とも対象としない。



「①．津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性の把握」において正弦波解析により把握した各地点の固有の周期特性
と「②．津波の周期特性の把握」において検討した各代表地点における津波の周期特性とを比較して，津波の解析波
形に地形の影響が適切に考慮されていることを確認する。

③．津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性の比較

１０-１．検討方法（４／４）
10.1-5第994回審査会合
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（余白）

10.1-6



目 次
10.2-1

７．海底地すべりに起因する津波

７-１．急傾斜部を対象とした地形判読

７-２．海底地すべり海上音波探査記録

７-３．海底地すべり地形崩壊量算定

７-４．ハワイ付近の海底地すべりの影響について

８．火山現象に起因する津波

８-１．kinematic landslideモデルによる追加検討

９．津波発生要因の組合せに関する検討

９-１．組合せ対象地すべりエリアの選定

９-２．線形足し合せ水位評価地点の妥当性確認

10．津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性

10-１．検討方法

10-２．日本海側からの津波に対する検討

10-３．太平洋側からの津波に対する検討

10-４．まとめ

11．津波の伝播特性について

１．津波堆積物調査（現地調査）

２．日本海東縁部に設定された地方自治体による波源モデル

３．2011年東北地方太平洋沖地震を始めとするＭ９クラスの超
巨大地震から得られた知見

３-１．2011年東北地方太平洋沖地震から得られた知見

３-２．世界のＭ９クラスの超巨大地震から得られた知見の
整理

３-３．まとめ

４．三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波

４-１．2011年東北地方太平洋沖地震による津波等の

再現性確認

４-２．分岐断層に関する検討

４-３．ライズタイムの影響検討

４-４．動的破壊特性の不確かさの影響確認

５．チリ沖に想定される地震に伴う津波の影響検討

６．陸上の斜面崩壊に起因する津波

６-１．地すべり地形分布図

６-２．二層流モデルの適用性について
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三厩 函館
青森 陸奥大湊

基準津波策定位置

入射波周期：50分

津軽海峡内における正弦波入射波周期と最大水位上昇量の関係 最大水位
上昇量（m）

入射波周期：11分

・津軽海峡内の代表地点における正弦波の増幅特性は以下のとおり。
・基準津波策定位置では，他の代表地点に比べ顕著な水位増幅傾向は認められない。

①．津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性の把握：評価結果（１／２）

津軽海峡内

代表地点において水位の増幅が認められる周期

正弦波入射波周期と最大水位上昇量分布の関係

19分
11分

50分

100分

28分

360分

40分

代表地点 顕著な水位の増幅が認められる周期

三厩 11分，19分，28分

函館 29分，50分

青森 28分，100分

陸奥大湊 40分，360分

基準津波
策定位置

18分，24分

29分
24分

入射波周期：24分

三厩

函館

青森

陸奥大湊基準津波
策定位置

18分

太字：最も水位の増幅率が大きな周期

入射波周期：28分 入射波周期：40分

：該当周期で水位の増幅が認められる地点

28分

三厩

函館

青森

陸奥大湊基準津波
策定位置

三厩

函館

青森

陸奥大湊基準津波
策定位置

三厩

函館

青森

陸奥大湊基準津波
策定位置

三厩

函館

青森

陸奥大湊基準津波
策定位置

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（１／１６）
第994回審査会合
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発電所専用港湾周辺

・発電所専用港湾周辺の代表地点における正弦波の増幅特性は以下のとおり。
・基準津波策定位置では，水位の増幅率は大きくないものの，周期18分及び24分に水位の増幅が認められる。
・取水口スクリーン室前面においても，周期18分及び24分で水位の増幅が認められ，さらに周期７分及び９分では顕著な水
位の増幅が認められる。

発電所専用港湾周辺における正弦波入射波周期と
最大水位上昇量の関係

代表地点において水位の増幅が認められる周期

0

0.5

1

0 10 20 30 40 50 60

最
大
水

位
上
昇
量

(m
)

入射波周期 (min)

基準津波策定位置

取水口SC前面
9分

7分

18分

24分

代表地点 顕著な水位増幅が認められる周期

基準津波策定位置 18分，24分

取水口スクリーン室
前面

７分，９分

①．津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性の把握：評価結果（２／２）

取水口SC前面取水口SC前面

Ｄ領域（⊿s=93m） 最大水位
上昇量（m）

基準津波
策定位置

基準津波
策定位置

入射波周期：18分

Ｇ領域（⊿s=5m）

正弦波入射波周期と最大水位上昇量分布の関係

入射波周期：24分入射波周期：７分 入射波周期：９分

基準津波
策定位置

入射波周期：18分 入射波周期：24分入射波周期：７分 入射波周期：９分

取水口SC前面 取水口SC前面

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（２／１６）

基準津波
策定位置

10.2-3第994回審査会合
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日本海東縁部に想定される地震に伴う津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析対象津波

• 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波のスペクトル解析の対象とした波源及び最大水位上昇量は以下のとおり。

（１）日本海東縁部に想定される地震に伴う津波（１／５）

 

波源モデル

N

：12m

：4m

すべり量

大間原子力発電所

最大水位上昇量分布

Ｃ領域（⊿s=278m）

取水口SC前面

Ｇ領域（⊿s=5m）

三厩

函館

青森

陸奥大湊

基準津波
策定位置

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（３／１６）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル解析対象津波

10.2-5第994回審査会合
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水

位

(ｍ)

   2 . 6 1  

  - 2 . 1 5  

  2 . 6 1 m (  1 8 . 6 分 )

 - 2 . 1 5 m (  3 1 . 7 分 )

津軽海峡開口部

日本海東縁部に想定される地震に伴う津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析結果

18分 9.3分

日本海東縁部に想定される地震に伴う津波のスペクトル解析結果は以下のとおり。
・津軽海峡開口部：津軽海峡入射時には，周期18分が卓越しており，周期９分にもピークが認められる。
・基準津波策定位置：津軽海峡内の伝播に伴い，周期17分～23分程度が卓越し，周期７分～９分程度にもピークが現れる。
・取水口スクリーン室前面：さらに発電所専用港湾内への伝播に伴い，周期17分～22分及び７分～９分程度の強度が顕著に増す。

時 間（分）

周期（分）

振動数（Hz）
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ペ
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ト
ル

（
m
2
・

s
）

0 6 0 1 2 0 1 8 0 2 4 0 3 0 0 3 6 0

6 . 0

4 . 0

2 . 0

0 . 0
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- 4 . 0

- 6 . 0

水

位

(ｍ)

   1 . 5 8  

  - 1 . 4 0  

  1 . 5 8 m (  4 8 . 2 分 )

 - 1 . 4 0 m (  7 5 . 4 分 )

6 . 0

0 6 0 1 2 0 1 8 0 2 4 0 3 0 0 3 6 0

6 . 0

4 . 0

2 . 0
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- 2 . 0

- 4 . 0

- 6 . 0

水

位

(ｍ)

   4 . 7 8  

  - 3 . 7 3  

  4 . 7 8 m (  6 7 . 8 分 )

 - 3 . 7 3 m (  5 8 . 9 分 )

17分

7.4分

23分

9.3分

17分

7.8分9.3分

基準津波策定位置 取水口スクリーン室前面

時 間（分） 時 間（分）

周期（分）周期（分）

パ
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ー
ス

ペ
ク

ト
ル

（
m
2
・

s
）

パ
ワ

ー
ス

ペ
ク

ト
ル

（
m
2 ・

s
）

振動数（Hz） 振動数（Hz）

22分

津軽海峡開口部 基準津波策定位置 取水口スクリーン室前面

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（４／１６）

（１）日本海東縁部に想定される地震に伴う津波（２／５）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル解析結果

10.2-6第994回審査会合
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周期（分）
ⅰ ⅱ

ⅲ

• 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の代表地点のスペ
クトル比を比較した。

ⅰ【津軽海峡開口部→基準津波策定位置】
スペクトル比はおおむね１付近又は短周期（約10分以下）では１
以下に分布する。基準津波策定位置において卓越する周期17分～
23分にもピークが認められる。

ⅱ【津軽海峡開口部→取水口スクリーン室前面】
取水口スクリーン室前面で顕著な増幅特性を示した７分～９分程
度以下の短周期のスペクトル比が１を超えて大きくなる。基準津
波策定位置において卓越する周期17分～23分にもピークが認めら
れる。

ⅲ【基準津波策定位置→取水口スクリーン室前面】
取水口スクリーン室前面で顕著な増幅特性を示した７分～９分程
度以下の短周期のスペクトル比が１を超えて大きくなる。

日本海東縁部に想定される地震に伴う津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析結果

日本海東縁部に想定される地震に伴う津波(上昇側最大ケース)代表地点間のスペクトル比

18分 9.3分

17分

7.4分

23分
9.3分

7.8分9.3分
22分 17分

７分～９分
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10-1
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17分～23分

基準津波策定位置/津軽海峡開口部 取水口スクリーン室前面/津軽海峡開口部 取水口スクリーン室前面/基準津波策定位置

17分～23分

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（５／１６）

（１）日本海東縁部に想定される地震に伴う津波（３／５）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル比
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• 「①.津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性」の検討（正弦波による解析）（P.10.2-2,P.10.2-3参照）では，基準津波策定位
置は津軽海峡の他の代表地点に比べ水位増幅特性の傾向は小さいこと及び取水口スクリーン室前面では，周期７分及び９分で顕
著な水位増幅特性を有することが確認された。

• 「②.津波の周期特性」の検討（スペクトル解析）（P.10.2-6参照）では，津軽海峡開口部と基準津波策定位置における周期特性
には大きな変化は認められないが，取水口スクリーン室前面では，７分～９分の周期が顕著に増幅していることが確認された。

• 以上より，これらの正弦波による各代表地点の周期毎の増幅特性と，スペクトル解析による各代表地点における津波の周期特性
とは，整合的な結果を示すため，津波の解析波形には地形の影響が適切に反映されていることが確認できた。

7分～9分

津軽海峡開口部

基準津波策定位置

取水口スクリーン室前面

日本海東縁部に想定される地震に伴う津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析結果（P.10.2-6参照）

周期（分）

振動数（Hz）
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ス
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ル
（

m
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③．津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性の比較

正弦波入射波周期と最大水位上昇量の関係

「①.津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性」評価結果

「②.津波の周期特性」評価結果
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基準津波策定位置

取水口SC前面9分
7分

日本海側からの正弦波による解析結果（P.10.2-2,P.10.2-3参照)

（各代表地点の周期毎の増幅特性）

（各代表地点における津波の周期特性）
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青森 陸奥大湊

基準津波策定位置

基準津波策定位置は他の代表地点
に比べ水位の増幅傾向は小さい

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（６／１６）

（１）日本海東縁部に想定される地震に伴う津波（４／５）
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• 各代表地点において，日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の
解析波形には，正弦波による解析で得られた水位が増幅する周期と
整合する周期にピークが認められた。

• 以上からも，津波の解析波形に津軽海峡の地形の影響が適切に考慮
されていることが確認できた。

三厩 陸奥大湊青森函館

周期（分）

振動数（Hz）

パ
ワ

ー
ス

ペ
ク

ト
ル

（
m
2
・

s
）

周期（分）

振動数（Hz）

パ
ワ

ー
ス

ペ
ク

ト
ル

（
m
2
・

s
）

周期（分）

振動数（Hz）

パ
ワ

ー
ス

ペ
ク

ト
ル

（
m
2 ・

s
）

周期（分）

振動数（Hz）

パ
ワ

ー
ス

ペ
ク

ト
ル

（
m
2
・

s
）

日本海東縁部に想定される地震に伴う津波(上昇側最大ケース)
（スペクトル解析結果）

代表地点 顕著な水位の増幅が認められる周期

三厩 11分，19分，28分

函館 29分，50分

青森 28分，100分

陸奥大湊 40分，360分

18分10分
40分29分49分

代表地点において水位の増幅が認められる周期
（日本海側からの正弦波による解析結果）（P.10.2-2参照）

③．【補足】津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性の比較

24分
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時間（時間） 時間（時間） 時間（時間） 時間（時間）

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（７／１６）

（１）日本海東縁部に想定される地震に伴う津波（５／５）

時 間（分） 時 間（分） 時 間（分） 時 間（分）
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火山現象に起因する津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析対象津波

火山現象に起因する津波のスペクトル解析の対象とした波源及び最大水位上昇量は以下のとおり。

波源モデル

（kinematic landslideモデル）
最大水位上昇量分布

C領域（⊿s=278m）

取水口SC前面

G領域（⊿s=5m）

基準津波
策定位置

比高

渡島大島

N

三厩

函館

青森

陸奥大湊

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（８／１６）

（２）火山現象に起因する津波（１／５）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル解析対象津波
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津軽海峡開口部

火山現象に起因する津波のスペクトル解析結果は以下のとおり。
・津軽海峡開口部：津軽海峡入射時には，周期５分～10分が卓越しており，周期18分にもピークが認められる。
・基準津波策定位置：津軽海峡内の伝播に伴い，周期23分程度が卓越し，周期７分程度にもピークが現れる。
・取水口スクリーン室前面：さらに発電所専用港湾内への伝播に伴い，周期７分～９分程度の強度が顕著に増す。
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）

基準津波策定位置 取水口スクリーン室前面
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振動数（Hz） 振動数（Hz）

津軽海峡開口部
基準津波策定位置 取水口スクリーン室前面
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6 . 0

火山現象に起因する津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析結果

18分 5分～10分 7分23分

7分～9分

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（９／１６）

（２）火山現象に起因する津波（２／５）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル解析結果
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ⅱ津軽海峡開口部→取水口スクリーン室前面
周期（分）

ⅰ津軽海峡開口部→基準津波策定位置

周期（分）

ⅲ基準津波策定位置→取水口スクリーン室前面
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津軽海峡開口部

基準津波策定位置 取水口スクリーン室前面
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周期（分）
ⅰ ⅱ

ⅲ

• 火山現象に起因する津波の代表地点のスペクトル比を比較
した。

ⅰ【津軽海峡開口部→基準津波策定位置】
スペクトル比はおおむね１付近または短周期（約10分以下）では
１以下に分布する。基準津波策定位置において卓越する周期23分
にピークが認められる。

ⅱ【津軽海峡開口部→取水口スクリーン室前面】
取水口スクリーン室前面で顕著な増幅特性を示した７分～９分程
度以下の短周期のスペクトル比がおおむね１を超えて大きくなる。
基準津波策定位置において卓越する周期23分にもピークが認めら
れる。

ⅲ【基準津波策定位置→取水口スクリーン室前面】
スペクトル比が１を超えて大きくなる。取水口スクリーン室前面
で顕著な増幅特性を示した周期７分～９分程度及びその周期周辺
にピークが認められる。

火山現象に起因する津波(上昇側最大ケース)スペクトル解析結果

火山現象に起因する津波(上昇側最大ケース)代表地点間のスペクトル比

18分
5分～10分

23分

スペクトル比=1 スペクトル比=1 スペクトル比=1
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取水口スクリーン室前面/津軽海峡開口部 取水口スクリーン室前面/基準津波策定位置

7分～9分

7分～9分

23分
23分

7分～9分

7分

（２）火山現象に起因する津波（３／５）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル比

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（１０／１６）
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• 「①.津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性」の検討（正弦波による解析）（P.10.2-2,P.10.2-3参照）では，基準津波策定位置
は津軽海峡の他の代表地点に比べ水位増幅特性の傾向は小さいこと及び取水口スクリーン室前面では，周期７分及び９分で顕著な
水位増幅特性を有することが確認された。

• 「②.津波の周期特性」の検討（スペクトル解析）（P.10.2-12参照）では，津軽海峡開口部と基準津波策定位置における周期特性
には大きな変化は認められないが，取水口スクリーン室前面では，７分～９分の周期が顕著に増幅していることが確認された。

• 以上より，これらの正弦波による各代表地点の周期毎の増幅特性と，スペクトル解析による各代表地点における津波の周期特性と
は，整合的な結果を示すため，津波の解析波形には地形の影響が適切に反映されていることが確認できた。

7分～9分

津軽海峡開口部

基準津波策定位置

取水口スクリーン室前面

火山現象に起因する津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析結果（P.10.2-12参照）

周期（分）

振動数（Hz）
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ス
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ル
（

m
2 ・

s）
正弦波入射波周期と最大水位上昇量の関係

「①.津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性」評価結果

「②.津波の周期特性」評価結果
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（各代表地点における津波の周期特性）
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基準津波策定位置

基準津波策定位置は他の代表地点
に比べ水位の増幅傾向は小さい

日本海側からの正弦波による解析結果（P.10.2-2,P.10.2-3参照)

（２）火山現象に起因する津波（４／５）

③．津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性の比較

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（１１／１６）
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• 各代表地点において，火山現象に起因する津波の解析波形には，正
弦波による解析で得られた水位が増幅する周期と整合する周期に
ピークが認められた。

• 以上からも，津波の解析波形に津軽海峡の地形の影響が適切に考慮
されていることが確認できた。
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火山現象に起因する津波(上昇側最大ケース)
（スペクトル解析結果）

代表地点 顕著な水位の増幅が認められる周期

三厩 11分，19分，28分

函館 29分，50分

青森 28分，100分

陸奥大湊 40分，360分

18分
５～11分

40分
29分

49分

代表地点において水位の増幅が認められる周期
（日本海側からの正弦波による解析結果）(P.10.2-2参照）

24分

29分

時間（時間） 時間（時間） 時間（時間） 時間（時間）

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（１２／１６）

（２）火山現象に起因する津波（５／５）

③．【補足】津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性の比較

時 間（分） 時 間（分） 時 間（分） 時 間（分）
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陸上の斜面崩壊に起因する津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析対象津波

陸上の斜面崩壊に起因する津波のスペクトル解析の対象とした波源及び最大水位上昇量は以下のとおり。

最大水位上昇量分布

C領域（⊿s=278m）
G領域（⊿s=5m）

推定崩壊範囲

Ｎ

波源モデル
（kinematic landslideモデル）

大畑

函館

青森

陸奥大湊

基準津波
策定位置

三厩

取水口SC前面

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（１３／１６）

（３）陸上の斜面崩壊に起因する津波※（１／４）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル解析対象津波

※佐井エリアの陸上の斜面崩壊に起因する津波は，敷
地へ南西方向から伝播してくるため，伝播経路が大
局的に同じである日本海側からの津波に分類。

比高
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  基準津波策定位置  

0 6 0 1 2 0 1 8 0

6 . 0

4 . 0

2 . 0

0 . 0

- 2 . 0

- 4 . 0

- 6 . 0

水

位

(ｍ)

   1 . 7 1  

  - 0 . 6 0  

  1 . 7 1 m (  1 0 . 4 分 )

 - 0 . 6 0 m (  1 9 . 4 分 )

6 . 0

  ④取水口SC前面    

0 6 0 1 2 0 1 8 0

6 . 0

4 . 0

2 . 0

0 . 0

- 2 . 0

- 4 . 0

- 6 . 0

水

位

(ｍ)

   3 . 1 8  

  - 3 . 4 9  

  3 . 1 8 m (  1 4 . 3 分 )

 - 3 . 4 9 m (  3 2 . 3 分 )

陸上の斜面崩壊に起因する津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析結果

陸上の斜面崩壊に起因する津波のスペクトル解析結果は以下のとおり。
・基準津波策定位置：周期18分程度が卓越し，周期７分～８分程度にもピークが認められる。
・取水口スクリーン室前面：発電所専用港湾内への伝播に伴い，周期８分程度の強度が顕著に増す。

18分 7.5分

基準津波策定位置 取水口スクリーン室前面

時 間（分） 時 間（分）

周期（分）周期（分）

パ
ワ

ー
ス

ペ
ク

ト
ル

（
m2
・

s
）

パ
ワ

ー
ス

ペ
ク

ト
ル

（
m
2
・

s
）

振動数（Hz） 振動数（Hz）

基準津波策定位置 取水口スクリーン室前面

8.0分

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（１４／１６）

（３）陸上の斜面崩壊に起因する津波（２／４）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル解析結果
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1E-01

1E+00

1E+01

1E+02

1E+03

1E+04

1 10 100

基準津波策定位置→取水口スクリーン室前面
周期（分）基準津波策定位置 取水口スクリーン室前面

周期（分）

振動数（Hz）

パ
ワ

ー
ス

ペ
ク

ト
ル

（
m
2 ・

s
）

振動数（Hz）

パ
ワ

ー
ス

ペ
ク

ト
ル

（
m2
・

s
）

周期（分）

• 陸上の斜面崩壊に起因する津波の代表地点のスペクトル比を比較した。

【基準津波策定位置→取水口スクリーン室前面】
• ほとんどの周期において，スペクトル比が1を超えている。
• 取水口スクリーン室前面で顕著な増幅特性を示した７分～９分程度にもピークが認められる。

陸上の斜面崩壊に起因する津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析結果

陸上の斜面崩壊に起因する津波(上昇側最大ケース)
代表地点間のスペクトル比

７分～９分
103

100

101

102

パ
ワ

ー
ス

ペ
ク

ト
ル

比

10-1

10-2

スペクトル比=1

取水口スクリーン室前面/基準津波策定位置

104

18分 7.5分

8.0分

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（１５／１６）

（３）陸上の斜面崩壊に起因する津波（３／４）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル比
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• 「①.津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性」の検討（正弦波による解析）（P.10.2-3参照）では，取水口スクリーン室前
面では，周期７分～９分で顕著な水位増幅特性を有することが確認された。

• 「②.津波の周期特性」の検討（スペクトル解析）（P.10.2-18参照）では，取水口スクリーン室前面では，７分～９分の周期
が顕著に増幅していることが確認された。

• 以上より，これらの正弦波による各代表地点の周期毎の増幅特性と，スペクトル解析による各代表地点における津波の周期特
性とは，整合的な結果を示すため，津波の解析波形には地形の影響が適切に反映されていることが確認できた。

7分～9分

基準津波策定位置

取水口スクリーン室前面

陸上の斜面崩壊に起因する津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析結果（P.10.2-18参照）

周期（分）

振動数（Hz）

パ
ワ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
（

m
2 ・

s）

正弦波入射波周期と最大水位上昇量の関係

「①.発電所専用港湾の周期特性」評価結果

「②.津波の周期特性」評価結果

0

0.5

1

0 10 20 30 40 50 60

最
大

水
位

上
昇
量

(m
)

入射波周期 (min)

基準津波策定位置

取水口SC前面9分
7分

（各代表地点の周期毎の増幅特性）

（各代表地点における津波の周期特性）

日本海側から入射した場合

日本海側からの正弦波による解析結果（P.10.2-3参照)

１０-２．日本海側からの津波に対する検討（１６／１６）

（３）陸上の斜面崩壊に起因する津波（４／４）

③．津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性の比較
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入射波周期：100分 入射波周期：330分入射波周期：15分

正弦波入射波周期と最大水位上昇量分布の関係

最大水位
上昇量（m）

代表地点において水位の増幅が認められる周期

50分

100分
330分

15分
27分 代表地点 顕著な水位の増幅が認められる周期

大畑 11分，15分

函館 27分，50分

青森 19分，100分

陸奥大湊 110分，330分

基準津波
策定位置

30分，180分

津軽海峡内における正弦波入射波周期と最大水位上昇量の関係

30分

19分

大畑

函館

青森

陸奥大湊基準津波
策定位置

①．津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性の把握：評価結果（１／２）

11分

・津軽海峡内の代表地点における正弦波の増幅特性は以下のとおり。
・基準津波策定位置では，他の代表地点に比べ顕著な水位増幅傾向は認められない。

津軽海峡内

110分

180分

太字：最も水位の増幅率が大きな周期

入射波周期：27分 入射波周期：30分

：該当周期で水位の増幅が認められる地点

大畑

函館

青森

陸奥大湊基準津波
策定位置

大畑
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青森

陸奥大湊基準津波
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大畑
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１０-３．太平洋側からの津波に対する検討（１／１３）
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入射波周期：30分

入射波周期：30分入射波周期：７分 入射波周期：10分

入射波周期：７分 入射波周期：10分

Ｄ領域（⊿s=93m）

Ｇ領域（⊿s=5m）

発電所専用港湾周辺における正弦波入射波周期と
最大水位上昇量の関係

最大水位
上昇量（m）

代表地点において水位の増幅が認められる周期

代表地点 顕著な水位増幅が認められる周期

基準津波策定位置 30分

取水口スクリーン室
前面

７分，10分

正弦波入射波周期と最大水位上昇量分布の関係
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入射波周期 (min)

基準津波策定位置

取水口SC前面10分

30分

7分

基準津波策定位置基準津波策定位置基準津波策定位置

取水口SC前面取水口SC前面 取水口SC前面

発電所専用港湾周辺

・発電所専用港湾周辺の代表地点における正弦波の増幅特性は以下のとおり。
・基準津波策定位置では，水位の増幅率は大きくないものの，周期30分に水位の増幅が認められる。
・取水口スクリーン室前面においても，周期30分で水位の増幅が認められ，さらに周期７分及び10分では顕著な水位の増幅が
認められる。

①．津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性の把握：評価結果（２／２）

１０-３．太平洋側からの津波に対する検討（２／１３）
10.3-3第994回審査会合
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N

N

太平洋側の地震に伴う津波(上昇側最大ケース) スペクトル解析対象津波

最大水位上昇量分布
Ｃ領域（⊿s=278m）

波源モデル

大間原子力
発電所

N

• 太平洋側の地震に伴う津波のスペクトル解析の対象とした波源及び最大水位上昇量は以下のとおり。

三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波 三陸沖の海洋プレート内地震に伴う津波 チリ沖に想定される地震に伴う津波

大間原子力
発電所

最大水位
上昇量分布

Ｇ領域（⊿s=5m）

最大水位上昇量分布
Ｃ領域（⊿s=278m）

最大水位
上昇量分布

Ｇ領域（⊿s=5m）

最大水位上昇量分布
Ｃ領域（⊿s=278m）

最大水位
上昇量分布

Ｇ領域（⊿s=5m）

波源モデル
波源モデル

取水口SC前面 取水口SC前面 取水口SC前面

大畑

函館

青森

陸奥大湊基準津波
策定位置

大畑

函館

青森

陸奥大湊基準津波
策定位置

大畑

函館

青森

陸奥大湊基準津波
策定位置

すべり量(m)

１０-３．太平洋側からの津波に対する検討（３／１３）

・太平洋側からの津波

②．津波の周期特性の把握：スペクトル解析対象津波

10.3-5

N N N
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津軽海峡開口部

三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析結果

基準津波策定位置 取水口スクリーン室前面

基準津波策定位置

時 間（時 間）
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28分
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周期（分）

振動数（Hz）

パ
ワ

ー
ス

ペ
ク

ト
ル

（
m
2 ・

s
）

三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波のスペクトル解析結果は以下のとおり。
・津軽海峡開口部：津軽海峡入射時には，周期100分～150分が卓越している。
・基準津波策定位置：津軽海峡内の伝播に伴い，周期100分～150分の強度が増し，周期28分程度にもピークが現れる。
・取水口スクリーン室前面：さらに発電所専用港湾内への伝播に伴い，周期10分程度にもピークが現れる。
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１０-３．太平洋側からの津波に対する検討（４／１３）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル解析結果

（１）三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波（P.10.3-5左図参照）（１／２）
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三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析結果

三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波(上昇側最大ケース)代表地点間のスペクトル比
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• 三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波の代表地点の
スペクトル比を比較した。

ⅰ【津軽海峡開口部→基準津波策定位置】
スペクトル比はおおむね１付近又は短周期（約４分以下）では１
以下に分布する。基準津波策定位置において卓越する周期28分に
もピークが認められる。

ⅱ【津軽海峡開口部→取水口スクリーン室前面】
取水口スクリーン室前面で顕著な増幅特性を示した10分程度以下
の短周期のスペクトル比が１を超えて大きくなる。基準津波策定
位置において卓越する周期28分にもピークが認められる。

ⅲ【基準津波策定位置→取水口スクリーン室前面】
取水口スクリーン室前面で顕著な増幅特性を示した10分程度以下
の短周期のスペクトル比が１を超えて大きくなる。

28分

基準津波策定位置/津軽海峡開口部 取水口スクリーン室前面/津軽海峡開口部 取水口スクリーン室前面/基準津波策定位置

28分

9.7分 9.7分

（１）三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波（P.10.3-5左図参照）（２／２）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル比

１０-３．太平洋側からの津波に対する検討（５／１３）
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三陸沖の海洋プレート内地震に伴う津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析結果

基準津波策定位置 取水口スクリーン室前面
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三陸沖の海洋プレート内地震に伴う津波のスペクトル解析結果は以下のとおり。
・津軽海峡開口部：津軽海峡入射時には，周期100分～150分及び10分～30分程度が卓越している。
・基準津波策定位置：津軽海峡内の伝播に伴い，周期100分～150分の強度が増し，周期28分程度にもピークが現れる。
・取水口スクリーン室前面：さらに発電所専用港湾内への伝播に伴い，周期７分～10分程度の強度が顕著に増す。

10分～30分

１０-３．太平洋側からの津波に対する検討（６／１３）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル解析結果

（２）三陸沖の海洋プレート内地震に伴う津波（P.10.3-5中央図参照）（１／２）
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三陸沖の海洋プレート内地震に伴う津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析結果

三陸沖の海洋プレート内地震に伴う津波(上昇側最大ケース)代表地点間のスペクトル比

100分～150分

100分～150分

28分
100分～150分

7分～10分

10分～30分

10-1

10-2

スペクトル比=1

104

103

100

101

102

パ
ワ

ー
ス

ペ
ク

ト
ル

比

10-1

10-2

スペクトル比=1

104

103

100

101

102

パ
ワ

ー
ス

ペ
ク

ト
ル

比

10-1

10-2

スペクトル比=1

• 三陸沖の海洋プレート内地震に伴う津波の代表地点のスペ
クトル比を比較した。

ⅰ【津軽海峡開口部→基準津波策定位置】
スペクトル比は１付近に分布する。基準津波策定位置にお
いて卓越する周期28分にもピークが認められる。

ⅱ【津軽海峡開口部→取水口スクリーン室前面】
取水口スクリーン室前面で顕著な増幅特性を示した７分～
10分程度以下の短周期のスペクトル比が１を超えて大きく
なる。基準津波策定位置において卓越する周期28分にも
ピークが認められる。

ⅲ【基準津波策定位置→取水口スクリーン室前面】
取水口スクリーン室前面で顕著な増幅特性を示した７分～
10分程度以下の短周期のスペクトル比が１を超えて大きく
なる。

28分 28分

7分～10分

基準津波策定位置/津軽海峡開口部 取水口スクリーン室前面/津軽海峡開口部 取水口スクリーン室前面/基準津波策定位置

１０-３．太平洋側からの津波に対する検討（７／１３）

（２）三陸沖の海洋プレート内地震に伴う津波（P.10.3-5中央図参照）（２／２）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル比
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チリ沖に想定される地震に伴う津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析結果

基準津波策定位置 取水口スクリーン室前面
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チリ沖に想定される地震に伴う津波のスペクトル解析結果は以下のとおり。
・津軽海峡開口部：津軽海峡入射時には，周期100分～150分程度が卓越している。
・基準津波策定位置：津軽海峡内の伝播に伴い，周期100分～150分の強度が増す。
・取水口スクリーン室前面：さらに発電所専用港湾内への伝播に伴い，周期７分～10分程度の強度が顕著に増す。

100分～150分

7分～10分

１０-３．太平洋側からの津波に対する検討（８／１３）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル解析結果

（３）チリ沖に想定される地震に伴う津波（P.10.3-5右図参照）（１／２）
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チリ沖に想定される地震に伴う津波(上昇側最大ケース)
スペクトル解析結果

チリ沖に想定される地震に伴う津波(上昇側最大ケース)代表地点間のスペクトル比
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• チリ沖に想定される地震に伴う津波の代表地点のスペクト
ル比を比較した。

ⅰ【津軽海峡開口部→基準津波策定位置】
周期10分以下の短周期では，ほぼ１を超え増幅傾向を示す。
その他の周期帯では，おおむね１付近に分布する。

ⅱ【津軽海峡開口部→取水口スクリーン室前面】
取水口スクリーン室前面で顕著な増幅特性を示した７分～
10分程度以下の短周期のスペクトル比が10を超えて大きく
なる。

ⅲ【基準津波策定位置→取水口スクリーン室前面】
取水口スクリーン室前面で顕著な増幅特性を示した７分～
10分程度以下の短周期のスペクトル比が１を超えて大きく
なる。

基準津波策定位置/津軽海峡開口部 取水口スクリーン室前面/津軽海峡開口部 取水口スクリーン室前面/基準津波策定位置

（３）チリ沖に想定される地震に伴う津波（P.10.3-5右図参照）（２／２）

②．津波の周期特性の把握：スペクトル比

１０-３．太平洋側からの津波に対する検討（９／１３）

スペクトル比=1 スペクトル比=1
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三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波
(上昇側最大ケース)

三陸沖の海洋プレート内地震に伴う津波
(上昇側最大ケース)

チリ沖に想定される地震に伴う津波
(上昇側最大ケース)

7分～10分 7分～10分
7分～10分

100分～150分
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100分～150分
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基準津波策定位置

取水口スクリーン室前面

津軽海峡開口部

基準津波策定位置

取水口スクリーン室前面

スペクトル解析結果（P.10.3-6，P.10.3-8，P.10.3-10参照）
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「②.津波の周期特性」評価結果

• 「①.津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性」の検
討（P.10.3-2，P.10.3-3参照)では，基準津波策定位
置は津軽海峡の他の代表地点に比べ水位の増幅傾向は
小さいこと及び取水口スクリーン室前面では，周期７
分及び10分で顕著な水位の増幅が確認された。

• 「②.津波の周期特性」の把握(P.10.3-6，P.10.3-8，
P.10.3-10参照)では，津軽海峡開口部と基準津波策定
位置における周期特性には大きな変化は認められない
が，取水口スクリーン室前面では，７分～10分の周期
が顕著に増幅していることが確認された。

• 以上より，これらの正弦波による各代表地点の周期毎
の増幅特性と，スペクトル解析による各代表地点にお
ける津波の周期特性とは，整合的な結果を示すため，
津波の解析波形には地形の影響が適切に反映されてい

ることが確認できた。
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「①.津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性」評価結果

10分

7分

太平洋側からの正弦波による解析結果（P.10.3-2,P.10.3-3参照）

基準津波策定位置は
他の代表地点に比べ
水位の増幅傾向は小
さい

正弦波入射波周期と最大水位上昇量の関係

（各代表地点の周期毎の増幅特性）

（各代表地点における津波の周期特性）

１０-３．太平洋側からの津波に対する検討（１０／１３）

③．津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性の比較・太平洋側からの津波
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三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波(上昇側最大ケース)
（スペクトル解析結果）

49分16分 100分～150分97分
18分

代表地点 顕著な水位の増幅が認められる周期

大畑 11分，15分

函館 27分，50分

青森 19分，100分

陸奥大湊 110分，330分

25分

③．【補足】津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性の比較（１／３）

代表地点において水位の増幅が認められる周期
（太平洋側からの正弦波による解析結果）（P.10.3-2参照）

三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波

• 各代表地点において，三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波の
解析波形には，正弦波による解析で得られた水位が増幅する周期と整合
する周期にピークが認められた。

• 以上からも，津波の解析波形に津軽海峡の地形の影響が適切に考慮され
ていることが確認できた。
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三陸沖の海洋プレート内地震に伴う津波(上昇側最大ケース)
（スペクトル解析結果）
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③．【補足】津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性の比較（２／３）

三陸沖の海洋プレート内地震に伴う津波

• 各代表地点において，三陸沖の海洋プレート内地震に伴う津波の解析
波形には，正弦波による解析で得られた水位が増幅する周期と整合す
る周期にピークが認められた。

• 以上からも，津波の解析波形に津軽海峡の地形の影響が適切に考慮さ
れていることが確認できた。
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代表地点 顕著な水位の増幅が認められる周期

大畑 11分，15分

函館 27分，50分

青森 19分，100分

陸奥大湊 110分，330分

代表地点において水位の増幅が認められる周期
（太平洋側からの正弦波による解析結果）（P.10.3-2参照）
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チリ沖に想定される地震に伴う津波(上昇側最大ケース)
（スペクトル解析結果）
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③．【補足】津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性の比較（３／３）

チリ沖に想定される地震に伴う津波

• 各代表地点において，チリ沖に想定される地震に伴う津波の解析波形
には，正弦波による解析で得られた水位が増幅する周期と整合する周
期にピークが認められた。

• 以上からも，津波の解析波形に津軽海峡の地形の影響が適切に考慮さ
れていることが確認できた。
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陸奥大湊 110分，330分

代表地点において水位の増幅が認められる周期
（太平洋側からの正弦波による解析結果）（P.10.3-2参照）
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• 「①.津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性」の検討（正弦波による解析）
 津軽海峡内の各代表地点では，それぞれの地形の影響により，特定の周期で水位が増幅する傾向

が確認された。（P.10.2-2，P.10.3-2)
 敷地沖合の基準津波策定位置では，津軽海峡の他の代表地点に比べ水位増幅の傾向は小さいが，

発電所専用港湾内の取水口スクリーン室前面では，特定の周期（７分，９分，10分）で顕著な水
位の増幅が確認された。（P.10.2-3,P.10.3-3)

• 「②.津波の周期特性」の検討（スペクトル解析）
 津軽海峡内の伝播に伴い，津軽海峡へ入射する津波の周期特性に各代表地点の地形の影響による

周期特性が加わるため，各代表地点の特定の周期が増幅されることが確認された。
（P.10.2-6，P.10.2-12，P.10.2-18，P.10.3-6，P.10.3-8，P.10.3-10）

 このため，取水口スクリーン室前面では，正弦波による解析とほぼ同様の周期（７分～10分）で
顕著な水位の増幅が確認された。（P.10.2-6，P.10.2-12，P.10.2-18，P.10.3-6，P.10.3-8，
P.10.3-10 ）

• 「③．津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性の比較」
 正弦波による各代表地点の周期毎の増幅特性と，各津波の周期特性を踏まえた各代表地点の増幅

特性（スペクトル解析による各代表地点における津波の周期特性）とは，整合的な結果を示すた
め，津波の解析波形には地形の影響が適切に反映されていることが確認できた。(P.10.2-8，
P.10.2-14，P.10.2-20，P.10.3-12)

津軽海峡・発電所専用港湾及び津波の周期特性

１０-４．まとめ
第994回審査会合

資料3-2 P.10.4-2一部修正
10.4-2



高橋（1976）による津軽海峡内における周期特性

・高橋（1976）(98)では，津軽海峡内の函館，青森及び山背泊の各検潮所で観測された津波を対象としてスペクトル解析が
実施されており，そのうちP.10.3-2で代表地点とした函館及び青森における津波の周期特性について以下のとおり纏め
られている。
 函館港における1968年十勝沖地震津波及び1973年根室半島沖地震津波には，48分と28分～25分の二つの強いピークが

認められる。
 青森港における1973年根室半島沖地震津波には，20分～19分の範囲に弱いピークが認められる。

・上記の検討結果と太平洋側からの正弦波による解析結果とは，おおむね整合的であることが確認できる。

津軽海峡及び発電所専用港湾の周期特性の把握（太平洋側からの津波）

代表地点において水位の増幅が認められる周期
（太平洋側からの正弦波による解析結果）

（P.10.3-2参照）

代表地点
顕著な水位の増幅が

認められる周期

函館 27分，50分

青森 19分，100分

高橋（1976）(98)に一部加筆

検潮所位置図
1968年十勝沖地震津波
パワースペクトル密度

（函館港）

1973年根室半島沖地震津波
パワースペクトル密度
（青森港・函館港）

48分

28分～25分

20分～19分

48分

27分

１０-４．まとめ（参考情報）
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発電所への津波伝播特性の大局的な傾向を把握することを目的として，発電所を津波波源と
仮定した場合の数値シミュレーションを実施した。

１１．津波の伝播特性について（１／５） 11-2
第994回審査会合
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１１．津波の伝播特性について（２／５）

• 発電所を津波波源と仮定した場合の数値シミュレー
ションにより大局的な伝播特性の傾向を確認した。

• 津波波源として，大間発電所を中心とする半径２km
の円を設定し，一律10mの初期水位を与え，津波伝播
計算を実施した。

E領域 ⊿s=31m

初期水位10m

発電所を津波波源と仮定した場合の初期水位分布

検討波源

11-3
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１１．津波の伝播特性について（３／５）

• 水深による津波振幅への影響を軽減するため，「グリーンの法則」を用いて最大水位上昇量を補正※した場合も示した。

• 津軽海峡外へ伝播していく津波は，ほとんど認められない。

※：波源位置の水深をh0（=10m），沖合地点の水深をhとして，数値シミュレーションで得られる各格子の最大水位上昇量を「（h0/h）
1/4」で除して補正。

A領域 ⊿s=2500mA領域 ⊿s=2500m

水位補正前 水位補正後

発電所を津波波源と仮定した場合の最大水位上昇量分布

津波の伝播特性検討結果（１／３）

11-4
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１１．津波の伝播特性について（４／５）

波源域から敷地周辺海域へ，同心円状に津波が伝播するが，対岸に津波が到達する約20
分以降は，津軽海峡内での反射等の影響により，同心円形状が崩れていく。

津波の伝播特性評価結果（２／３）

C領域 ⊿s=278m発電所近傍の津波の伝播状況（2分～44分）

2分 8分 14分 20分

26分 32分 38分 44分
水位変動量

11-5
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１１．津波の伝播特性について（５／５）

津軽海峡外への卓越した津波伝播の傾向は認められない。津波の伝播特性評価結果（３／３）

A領域 ⊿s=2500m津軽海峡外への津波の伝播状況（20分～120分）

20分 30分 40分 50分

60分 80分 100分 120分
水位変動量
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