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1. 概要 

本資料は，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方針」に基づき，使用済燃料貯蔵プール及びキ

ャスクピットの地震時の構造強度及び機能維持の確認について説明するものであり，そ

の評価は，応力解析による評価により行う。 

使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットは，設計基準対象施設においては「Ｓクラ

スの施設」に，重大事故等対処施設においては「常設耐震重要重大事故防止設備」及び

「常設重大事故緩和設備」に分類される。 

以下，それぞれの分類に応じた耐震評価を示す。 
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2. 基本方針 

2.1 位置 

使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットは原子炉建屋の一部を構成している。使

用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを含む原子炉建屋の設置位置を図 2－1 に示す。 

 

 

 

図 2－1 使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを含む原子炉建屋の設置位置 
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2.2 構造概要 

使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットは原子炉建屋の燃料取替床（T.M.S.L.＊

31.7m）付近に位置する鉄筋コンクリート構造物で，使用済燃料，制御棒及び使用済燃

料輸送容器が収容される。 

使用済燃料貯蔵プール内には，収容される機器の遮蔽及び冷却のため常時水が張ら

れている。 

使用済燃料貯蔵プール内面はステンレス鋼でライニングされており，漏水を防ぐと

ともに，保守及び点検についても考慮されている。なお，「原子力発電所耐震設計技

術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（（社）日本電気協会）に基づき，鋼製ライナは耐

漏洩機能を，鉄筋コンクリート部分は支持機能を有する。 

また，原子炉ウェルをはさんで使用済燃料貯蔵プールの反対側には，燃料交換時に

蒸気乾燥器と気水分離器を仮置きする蒸気乾燥器・気水分離器ピットがある。（以下，

使用済燃料貯蔵プール，キャスクピット，原子炉ウェル及び蒸気乾燥器・気水分離器

ピットの全てを示す場合は，これを「プール部」という。） 

プール部は，鉄筋コンクリート製原子炉格納容器（以下「RCCV」という。）及び外

壁に支持された一体構造物である。なお，プール部の床面及び壁面の一部は RCCV と共

有するが，当該部分については，Ⅵ-2-9-2-1「原子炉格納容器コンクリート部の耐震

性についての計算書」に示す。 

使用済燃料貯蔵プールの大きさは，内面寸法で平面 17.9m×14.0m，深さ 11.82m，壁

厚 2.0m，底面スラブ厚 2.3m であり，キャスクピットの平面寸法は 3.2m×3.2m，壁厚

0.6m で，底面スラブ及び壁の一面はそれぞれ使用済燃料貯蔵プール底面及び壁面と共

有する。 

使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを含む原子炉建屋の概略平面図及び概略

断面図を図 2－2 及び図 2－3 に，使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピット周りの概

略平面図及び概略断面図を図 2－4 及び図 2－5 に示す。 

 

 

注記＊：東京湾平均海面を，以下「T.M.S.L.」という。 
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図 2－2 使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを含む原子炉建屋の概略平面図 

（T.M.S.L.31.7m）（単位：m） 
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  注記＊：原子炉圧力容器を，以下「RPV」という。 

図 2－3 使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを含む原子炉建屋の概略断面図 

（A-A 断面）（単位：m） 
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図 2－4 使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピット周りの概略平面図（単位：m） 

 

 

図 2－5 使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピット周りの概略断面図 

（B-B 断面）（単位：m） 
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2.3 評価方針 

使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットは，設計基準対象施設においては「Ｓク

ラスの施設」に，重大事故等対処施設においては「常設耐震重要重大事故防止設備」

及び「常設重大事故緩和設備」に分類される。 

使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットの設計基準対象施設としての評価におい

ては，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震

力（以下「Ｓｄ地震時」という。）に対する評価及び基準地震動Ｓｓによる地震力

（以下「Ｓｓ地震時」という。）に対する評価を行うこととし，それぞれの評価は，

Ⅵ-2-2-1「原子炉建屋の地震応答計算書」の結果を踏まえたものとする。 

使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットの評価は，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方

針」に基づき，以下の 3 つの荷重の組合せに分類し，応力解析による評価において断

面の評価を行うことで，使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットの地震時の構造強

度及び機能維持の確認を行う。 

(1)Ｓｄ地震時 

(2)Ｓｓ地震時 

(3)（異常＋Ｓｄ地震）時 

なお，使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットの地震時の構造強度の確認には，

地震応答解析による評価においてせん断ひずみ及び保有水平耐力の評価が必要である

が，使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットが原子炉建屋の一部であることを踏ま

え，原子炉建屋全体としての評価結果をⅥ-2-2-2「原子炉建屋の耐震性についての計

算書」に示すこととする。評価にあたっては，Ⅵ-2-2-1「原子炉建屋の地震応答計算

書」による材料物性の不確かさを考慮する。表 2－1 に材料物性の不確かさを考慮する

解析ケースを示す。 

また，重大事故等対処施設としての評価においては，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方

針」に基づき，上記の(2)及び(3)に以下の(4)を加えた 3 つの荷重の組合せに分類し，

応力解析による評価において断面の評価を行うことで，使用済燃料貯蔵プール及びキ

ャスクピットの地震時の構造強度及び機能維持の確認を行う。 

(4)（異常＋Ｓｓ地震）時 

ここで，使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットにおける(2)及び(3)の荷重の組

合せでは，運転時，設計基準事故時の状態において，温度の条件が異なるが，コンク

リートの温度が上昇した場合においても，コンクリートの圧縮強度の低下は認められ

ず，剛性低下は認められるがその影響は小さいと考えられる（別紙「鉄筋コンクリー

ト構造物の重大事故等時の高温による影響（使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピッ

ト）」参照）こと，また，「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）では部材内の温度差及び拘束力により発生する

熱応力は自己拘束的な応力であり十分な塑性変形能力がある場合は終局耐力に影響し



 

 

8 

K6
 ①

 Ⅵ
-2
-4
-2
-
1 
R0
 

ないこととされていることから，重大事故等対処施設としての評価は，設計基準対象

施設としての評価と同一となる。 

使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットの評価フローを図 2－6 に示す。 

 

表 2－1 材料物性の不確かさを考慮する解析ケース 

検討ケース 
コンクリート 

剛性 

回転ばね 

定数 
地盤剛性 備考 

①ケース1 

（設工認モデル） 

実強度 

（43.1N/mm2） 
100% 標準地盤 基本ケース 

②ケース2 

（建屋剛性＋σ及び 

地盤剛性＋σ） 

実強度＋σ 

（46.0N/mm2） 
100% 

標準地盤＋σ 

（新期砂層+13%， 

古安田層+25%及び 

西山層+10%） 

― 

③ケース3 

（建屋剛性－σ及び 

地盤剛性－σ） 

実強度－σ 

（40.2N/mm2） 
100% 

標準地盤－σ 

（新期砂層-13%， 

古安田層-25%及び 

西山層-10%） 

― 

④ケース4 

（建屋剛性コア平均） 

実強度 

（コア平均） 

（55.7N/mm2） 

100% 標準地盤 ― 

⑤ケース5 

（建屋剛性－2σ） 

実強度－2σ 

（37.2N/mm2） 
100% 標準地盤 ― 

⑥ケース6 

（回転ばね低減） 

実強度 

（43.1N/mm2） 
50% 標準地盤 ― 
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注記＊：Ⅵ-2-2-1「原子炉建屋の地震応答計算書」の結果を踏まえた評価を行う。 

 

図 2－6 使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットの評価フロー 

  

評価開始 

基本方針 

応力解析による評価＊ 地震応答解析による評価＊ 

Ⅵ-2-2-2 

「原子炉建屋の耐震性についての

計算書」にて評価 

断面の評価 

○構造強度の確認 

〇機能維持の確認 

・支持機能の維持 

評価終了 
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2.4 適用規格・基準等 

本評価において，適用する規格・基準等を以下に示す。 

・建築基準法・同施行令 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 －許容応力度設計法－（（社）日本建

築学会，1999 改定）（以下「RC 規準」という。） 

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学会，2005

制定）（以下「RC-N 規準」という。） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・

補-1984（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987（（社）日本電気協会）

（以下「ＪＥＡＧ４６０１-1987」という。） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版（（社）日本電

気協会） 

・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）（以下「CCV 規格」という。） 
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3. 応力解析による評価方法 

3.1 評価対象部位及び評価方針 

使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットの応力解析による評価対象部位は，使用

済燃料貯蔵プール及びキャスクピットを構成する壁及び底面スラブとし，3次元 FEMモ

デルを用いた応力解析により評価を行う。3 次元 FEM モデルを用いた応力解析にあた

っては，Ⅵ-2-2-1「原子炉建屋の地震応答計算書」及び平成 5 年 6 月 17 日付け 4 資庁

第 14561 号にて認可された工事計画の添付書類Ⅳ-2-4-2-1「使用済燃料貯蔵プール

（キャスクピットを含む。）の耐震性についての計算書」（以下「既工認」という。）

による荷重を用いて，荷重の組合せを行う。 

「2.3 評価方針」に示した 4 つの荷重の組合せに対しては，以下の(1)～(3)の方針

に基づき断面の評価を行う。また，応力解析による評価フローを図 3－1 に示す。 

 

(1) Ｓｄ地震時に対する評価 

Ｓｄ地震時に対する評価は，使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットについ

て，地震力と地震力以外の荷重の組合せの結果，発生する応力が，CCV 規格に基

づき設定した許容限界を超えないことを確認する。 

 

(2) Ｓｓ地震時及び（異常＋Ｓｄ地震）時に対する評価 

Ｓｓ地震時及び（異常＋Ｓｄ地震）時に対する評価は，使用済燃料貯蔵プール

及びキャスクピットについて，地震力と地震力以外の荷重の組合せの結果，発生

する応力又はひずみが，CCV 規格に基づき設定した許容限界を超えないことを確

認する。 

 

(3) （異常＋Ｓｓ地震）時に対する評価 

（異常＋Ｓｓ地震）時に対する評価は，使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピ

ットについて，地震力と地震力以外の荷重の組合せの結果，発生する応力又はひ

ずみが，(2)と同じものとして設定した許容限界を超えないことを確認する。 
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注記＊：材料物性の不確かさについては，Ⅵ-2-2-1「原子炉建屋の地震応答計算

書」に基づき設定する。 

 

図 3－1 応力解析による評価フロー 

  

Ⅵ-2-2-1 

「原子炉建屋の地震応答計算書」 評価開始 

重大事故等時荷重 地震荷重＊ 

（動水圧荷重を含む） 

荷重の組合せ 

許容限界の設定 

（CCV 規格に基づく） 

＜Ｓｄ地震時に対する評価＞ ＜（異常＋Ｓｓ地震）時 

に対する評価＞ 

応力解析 

断面の評価 

評価終了 

＜Ｓｓ地震時及び 

（異常＋Ｓｄ地震）時に対する評価＞ 

解析モデル及び諸元の設定 

許容限界の設定 

（Ｓｓ地震時及び 

（異常＋Ｓｄ地震）時と同じ） 

固定荷重， 
 運転時荷重及び 

異常時荷重 

既工認 
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3.2 荷重及び荷重の組合せ 

荷重及び荷重の組合せは，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している荷重

及び荷重の組合せを用いる。 

 

3.2.1 荷重 

(1) 固定荷重 

固定荷重として次のものを考慮する。 

 

a. 死荷重及び活荷重（ＤＬ） 

死荷重及び活荷重は，既工認に基づき，次のものを考慮する。 

 

・鉄筋コンクリート構造体の自重・・・・23.5kN/m3 

・使用済燃料貯蔵プールに格納される使用済燃料及びその他の機器重

量・・・・153kN/m2 

・使用済燃料貯蔵プールの内容水による静水圧（水面を T.M.S.L.31.7m より

0.31m 下りとする。）・・・・113kN/m2 

 

(2) 運転時荷重 

運転時の状態で作用する荷重として次のものを考慮する。各荷重については，

既工認に基づき設定する。（既工認時の温度分布解析については，Ⅵ-2-9-2-1

「原子炉格納容器コンクリート部の耐震性についての計算書」の別紙 2「温度分

布解析」参照） 

 

a. 運転時圧力（Ｐ１） 

運転時において，RCCV の内部と外部の圧力差によって生じる荷重で，次の値

とする。 

Ｐ１＝13.7kPa  ··············································· （3．1） 

 

  



 

 

14 

K6
 ①

 Ⅵ
-2
-4
-2
-
1 
R0
 

b. 運転時温度荷重（Ｔ１） 

運転時において，プール部に生じる温度変化による荷重及びプール部の内部

と外部との温度差によって生じる荷重で，内外表面の温度を表 3－1 のとおり設

定する。 

 

表 3－1 運転時内外表面温度 

（単位：℃） 

 
季
節 

位置 

使用済燃料貯蔵プール 

壁 
底面 

スラブ 

原子炉 

ウェル壁 

運転時 

夏 
内面 52.0 52.0 52.0 

外面 42.3 42.0 54.8 

冬 
内面 52.0 52.0 52.0 

外面 18.0 17.1 54.6 
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(5) 地震荷重 

a. Ｓｄ地震荷重（Ｋｄ） 

水平地震力は，弾性設計用地震動Ｓｄに対する地震応答解析より算定される

動的地震力及び静的地震力より設定する。動的地震力のうちせん断力について

は，Ⅵ-2-2-1「原子炉建屋の地震応答計算書」における最大応答せん断力から

補助壁が負担するせん断力を減じて算定する。静的地震力については，既工認

時に基準地震動Ｓ１による動的地震力及び静的地震力に余裕を考慮して設定し

たＳ１地震荷重を適用する。 

鉛直地震力は，鉛直震度として設定する。鉛直震度は，弾性設計用地震動Ｓ

ｄに対する地震応答解析より算定される鉛直震度及び震度 0.3 を基準とし，建

物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮した高さ一定方向の鉛直震度より

設定する。 

Ｓｄ地震荷重を表 3－3～表 3－5 に示す。 

 

b. Ｓｓ地震荷重（Ｋｓ） 

水平地震力及び鉛直地震力は，基準地震動Ｓｓに対する地震応答解析より算

定される動的地震力及び鉛直震度より設定する。動的地震力のうちせん断力に

ついては，Ⅵ-2-2-1「原子炉建屋の地震応答計算書」における最大応答せん断

力から補助壁が負担するせん断力を減じて算定する。 

Ｓｓ地震荷重を表 3－6～表 3－8 に示す。 
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表 3－3 地震荷重（Ｋｄ）（せん断力） 

(a) NS 方向 

T.M.S.L. 

(m) 

せん断力 

(×103kN) 

Ｓｄ 静的地震力 

31.7 
 
 

23.5 
 
 

18.1 
 
 

12.3 
 
 

4.8 
 
 

-1.7 
 
 

-8.2 

22.3 67.0 

85.5 120 

79.8 148 

114 166 

134 170 

140 184 

 

(b) EW 方向 

T.M.S.L. 

(m) 

せん断力 

(×103kN) 

Ｓｄ 静的地震力 

31.7 
 
 

23.5 
 
 

18.1 
 
 

12.3 
 
 

4.8 
 
 

-1.7 
 
 

-8.2 

51.6 76.1 

128 148 

124 160 

119 169 

125 189 

140 198 
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表 3－4 地震荷重（Ｋｄ）（曲げモーメント） 

(a) NS 方向 

T.M.S.L. 

(m) 

曲げモーメント 

(×104kN･m) 

Ｓｄ 静的地震力 

31.7 
 
 

23.5 
 
 

18.1 
 
 

12.3 
 
 

4.8 
 
 

-1.7 
 
 

-8.2 

7.00 

23.0 

5.10 

55.0 

104 

150 

79.5 

120 

208 

267 

140 

206 

330 

416 

217 

330 

460 

525 

330 

441 

525 

600 

441 

561 

 

(b) EW方向 

T.M.S.L. 

(m) 

曲げモーメント 

(×104kN･m) 

Ｓｄ 静的地震力 

31.7 
 
 

23.5 
 
 

18.1 
 
 

12.3 
 
 

4.8 
 
 

-1.7 
 
 

-8.2 

63.0 

101 

46.4 

62.3 

-112 

-52.0 

-95.6 

-31.8 

-73.0 

127 

-56.9 

77.7 

193 

272 

124 

204 

326 

429 

213 

327 

463 

563 

327 

455 

回転ばね＊ 249 158 

注記＊：プール壁が RCCV の曲げ変形を拘束する影響を考慮した回転ばねを示す。  
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表 3－5 地震荷重（Ｋｄ）（鉛直震度） 

T.M.S.L. 

(m) 

鉛直震度 

Ｓｄ 静的地震力 

31.7 0.48 0.24 

23.5 0.47 0.24 

18.1 0.45 0.24 

12.3 0.43 0.24 

 4.8 0.42 0.24 

-1.7 0.42 0.24 

-8.2 0.42 0.24 
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表 3－6 地震荷重（Ｋｓ）（せん断力） 

(a) NS 方向 

T.M.S.L. 

(m) 

せん断力 

(×103kN) 

Ｓｓ 

31.7 
 
 

23.5 
 
 

18.1 
 
 

12.3 
 
 

4.8 
 
 

-1.7 
 
 

-8.2 

48.6 

183 

170 

276 

296 

257 

 

(b) EW 方向 

T.M.S.L. 

(m) 

せん断力 

(×103kN) 

Ｓｓ 

31.7 
 
 

23.5 
 
 

18.1 
 
 

12.3 
 
 

4.8 
 
 

-1.7 
 
 

-8.2 

85.1 

221 

272 

287 

305 

280 
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表 3－7 地震荷重（Ｋｓ）（曲げモーメント） 

(a) NS 方向 

T.M.S.L. 

(m) 

曲げモーメント 

(×104kN･m) 

Ｓｓ 

31.7 
 
 

23.5 
 
 

18.1 
 
 

12.3 
 
 

4.8 
 
 

-1.7 
 
 

-8.2 

14.0 

38.0 

165 

243 

342 

444 

541 

734 

832 

971 

971 

1120 

 

(b) EW 方向 

T.M.S.L. 

(m) 

曲げモーメント 

(×104kN･m) 

Ｓｓ 

31.7 
 
 

23.5 
 
 

18.1 
 
 

12.3 
 
 

4.8 
 
 

-1.7 
 
 

-8.2 

120 

178 

-331 

-196 

-147 

201 

315 

463 

573 

750 

818 

969 

回転ばね＊ 530 

注記＊：プール壁が RCCV の曲げ変形を拘束する影響を考慮した回転ばねを示す。 
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表 3－8 地震荷重（Ｋｓ）（鉛直震度） 

T.M.S.L. 

(m) 

鉛直震度 

Ｓｓ 

31.7 0.96 

23.5 0.94 

18.1 0.91 

12.3 0.87 

 4.8 0.84 

-1.7 0.84 

-8.2 0.84 
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c. 地震時配管荷重（Ｒｄ及びＲｓ） 

地震時において，配管貫通部には，表 3－9 に示す地震時配管荷重を同時に考

慮する。 

表 3－9 地震時配管荷重（Ｒｄ及びＲｓ） 

記号 配管 
Ｎ 

(kN) 

Ｑ 

(kN) 

Ｍｔ 

(kN･m) 

Ｍ 

(kN･m) 

Ｒｄ 
主蒸気配管 2460 780 1010 2770 

給水配管 1130 348 722 970 

Ｒｓ 
主蒸気配管 3050 1000 1260 3510 

給水配管 1500 440 960 1200 

注 1 ：Ｎ，Ｑ，Ｍｔ及びＭは，下図に示すとおりである。 

注 2 ：数値は，1 本当たりの絶対値を示す。 

注 3 ：開口部の位置及び開口径はⅥ-2-9-2-1「原子炉格納容器コンクリー

ト部の耐震性についての計算書」による。 

注 4 ：Ｒｄは，Ｓｄ地震荷重と同時に作用するものとする。 

注 5 ：Ｒｓは，Ｓｓ地震荷重と同時に作用するものとする。 

注 6 ：Ｍ（曲げモーメント）については，せん断力による効果も併せて考

慮した。 
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d. 地震時動水圧荷重（ＫＨ） 

使用済燃料貯蔵プールに作用する地震時動水圧荷重は，ＪＥＡＧ４６０１-

1987 における Housner 理論に基づき，Ⅵ-2-2-1「原子炉建屋の地震応答計算書」

に示す弾性設計用地震動Ｓｄ及び基準地震動Ｓｓによる応答解析結果から衝撃

圧及び揺動圧を算定する。地震時動水圧荷重を表 3－10 に示す。 

 

表 3－10 地震時動水圧荷重（ＫＨ） 

（単位：kN/m2） 

ＫＨｄ
＊1 ＫＨｓ

＊2 

NS 方向 EW 方向 NS 方向 EW 方向 

    

注記＊1 ：ＫＨｄは，Ｓｄ地震荷重と同時に作用するものとする。 

  ＊2 ：ＫＨｓは，Ｓｓ地震荷重と同時に作用するものとする。 

 

 

  

63.2 

53.2 

80.8 

72.1 

127 

102 

163 

139 
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3.2.2 荷重の組合せ 

荷重の組合せを表 3－11 に示す。 

 

表 3－11 荷重の組合せ 

外力の状態 
荷重 

番号 
荷重の組合せ 

Ｓｄ地震時＊ 1 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｔ１＋Ｈ１＋Ｋｄ＋Ｒｄ＋ＫＨｄ 

Ｓｓ地震時 2 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１＋Ｋｓ＋Ｒｓ＋ＫＨｓ 

（異常＋Ｓｄ地震）時 3 ＤＬ＋Ｐ２１＋Ｋｄ＋Ｒｄ＋ＫＨｄ 

（異常＋Ｓｓ地震）時 4 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ＋Ｋｓ＋Ｒｓ＋ＫＨｓ 

注記＊：温度荷重がない場合も考慮する。 

 

ＤＬ ：死荷重及び活荷重 

Ｐ１ ：運転時圧力 

Ｔ１ ：運転時温度荷重 

Ｈ１ ：逃がし安全弁作動時荷重 

Ｐ２１ ：異常時圧力（直後） 

ＰＳＡＬＬ ：重大事故等時圧力 

Ｋｄ及びＫｓ ：地震荷重 

Ｒｄ及びＲｓ ：地震時配管荷重 

ＫＨｄ及びＫＨｓ ：地震時動水圧荷重 
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3.3 許容限界 

応力解析による評価における使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットの許容限界

は，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方針」に記載の構造強度上の制限及び機能維持の方針

に基づき，表 3－12 及び表 3－13 のとおり設定する。 

また，コンクリート及び鉄筋の許容応力度を表 3－14 及び表 3－15 に，コンクリー

ト及び鉄筋の許容ひずみを表 3－16 に示す。 

 

表 3－12 応力解析による評価における許容限界 

（設計基準対象施設としての評価） 

要求 

機能 

機能設計上の 

性能目標 
外力の状態 部位 

機能維持のための 

考え方 

許容限界 

(評価基準値) 

― 
構造強度を 

有すること 

Ｓｄ地震時 

壁及び 

底面 

スラブ 

部材に生じる応力

が構造強度を確保

するための許容限

界を超えないこと

を確認 

CCV規格に基づ

く荷重状態Ⅲ 

の許容値 

Ｓｓ地震時 

壁及び 

底面 

スラブ 
部材に生じる応力

及びひずみが構造

強度を確保するた

めの許容限界を超

えないことを確認 

CCV規格に基づ

く荷重状態Ⅳ 

の許容値 （異常＋Ｓｄ 

地震）時 

壁及び 

底面 

スラブ 

支持

機能＊ 

機器・配管系

等の設備を支

持する機能を

損なわないこ

と 

Ｓｓ地震時 

壁及び 

底面 

スラブ 

部材に生じる応力

及びひずみが支持

機能を維持するた

めの許容限界を超

えないことを確認 

CCV規格に基づ

く荷重状態Ⅳ 

の許容値 （異常＋Ｓｄ 

地震）時 

壁及び 

底面 

スラブ 

注記＊：「支持機能」の確認には，「内包する設備に対する波及的影響」の確認が含まれ

る。 
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表 3－13 応力解析による評価における許容限界 

（重大事故等対処施設としての評価） 

要求 

機能 

機能設計上の 

性能目標 
外力の状態 部位 

機能維持のための 

考え方 

許容限界 

(評価基準値) 

― 
構造強度を 

有すること 

Ｓｓ地震時 

壁及び 

底面 

スラブ 
部材に生じる応力

及びひずみが構造

強度を確保するた

めの許容限界を超

えないことを確認 

CCV規格に基づ

く荷重状態Ⅳ 

の許容値 （異常＋Ｓｄ 

地震）時 

壁及び 

底面 

スラブ 

（異常＋Ｓｓ 

地震）時 

壁及び 

底面 

スラブ 

（異常＋Ｓｓ 

地震）時 

の許容値＊1 

支持  

機能＊2 

機器・配管系

等の設備を支

持する機能を

損なわないこ

と 

Ｓｓ地震時 

壁及び 

底面 

スラブ 
部材に生じる応力

及びひずみが支持

機能を維持するた

めの許容限界を超

えないことを確認 

CCV規格に基づ

く荷重状態Ⅳ 

の許容値 （異常＋Ｓｄ 

地震）時 

壁及び 

底面 

スラブ 

（異常＋Ｓｓ 

地震）時 

壁及び 

底面 

スラブ 

（異常＋Ｓｓ 

地震）時 

の許容値＊1 

注記＊1 ：Ｓｓ地震時及び（異常＋Ｓｄ地震）時の許容限界と同じ許容限界を適用する。 

  ＊2 ：「支持機能」の確認には，「内包する設備に対する波及的影響」の確認が含まれ

る。 
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表 3－14 コンクリートの許容応力度 

（単位：N/mm2） 

外力の状態 

設計基準強度Ｆｃ＝32.3 

応力状態1＊1 応力状態2＊2 

圧縮 せん断 圧縮 せん断 

Ｓｄ地震時 21.4 1.21 24.2 1.21 

Ｓｓ地震時 

（異常＋Ｓｄ地震）時 

（異常＋Ｓｓ地震）時 
21.4*3 1.21 ― ― 

注記＊1 ：「応力状態 1」とは，各荷重状態において温度荷重により生じる応力を除いた

応力が生じている状態をいう。 

  ＊2 ：「応力状態 2」とは，各荷重状態において温度荷重による応力が生じている状

態をいう。 

  ＊3 ：軸力の検討に用いる許容圧縮応力度を示す。 

 

表 3－15 鉄筋の許容応力度 

（単位：N/mm2） 

外力の状態 引張及び圧縮 面外せん断補強 

Ｓｄ地震時 
SD35（SD345 相当） SD35（SD345 相当） 

345 345 

 

表 3－16 コンクリート及び鉄筋の許容ひずみ 

外力の状態 
コンクリート 

（圧縮ひずみ） 

鉄筋 

（圧縮ひずみ及び引張ひずみ） 

Ｓｓ地震時 

（異常＋Ｓｄ地震）時 

（異常＋Ｓｓ地震）時 

0.003 0.005 
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3.4 解析モデル及び諸元 

3.4.1 モデル化の基本方針 

(1) 基本方針 

Ｓｄ地震時における応力解析は，3 次元 FEM モデルを用いた弾性応力解析を実

施する。解析には，解析コード「ＭＳＣ ＮＡＳＴＲＡＮ」を用いる。Ｓs 地震

時，（異常＋Ｓｄ地震）時及び（異常＋Ｓｓ地震）時における応力解析は，3 次

元 FEM モデルを用いた弾塑性応力解析を実施する。解析には，解析コード「ＡＢ

ＡＱＵＳ」を用いる。また，解析コードの検証及び妥当性確認の概要については，

別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。 

応力解析モデルは，プール部のほか，RCCV，ダイヤフラムフロア及び基礎スラ

ブを一体としたモデルである。応力解析における評価対象部位は，使用済燃料貯

蔵プール及びキャスクピットの壁及び底面スラブであるが，各部の荷重伝達を考

慮するために周辺部を含むモデルを用いることとした。なお，本解析モデルは，

Ⅵ-2-9-2-1「原子炉格納容器コンクリート部の耐震性についての計算書」と同一

である。地震荷重時の解析モデル概要図を図 3－2 に示す。 

Ｓｄ地震時における熱応力の解析に用いるコンクリートの弾性係数は，1/3 に

低減した値を用いる。 

 

(2) 使用要素 

Ｓｄ地震時における解析モデルに使用する FEM 要素は，シェル要素とする。使

用する要素は四辺形及び三角形で，この要素は均質等方性材料によるシェル要素

である。 

Ｓｓ地震時，（異常＋Ｓｄ地震）時及び（異常＋Ｓｓ地震）時における解析モ

デルに使用する FEM 要素は，積層シェル要素とする。使用する要素は四辺形及び

三角形で，この要素は鉄筋層をモデル化した異方性材料による積層シェル要素で

ある。 

各要素には，板の曲げと軸力を同時に考えるが，板の曲げには面外せん断変形

の影響も考慮する。 

解析モデルの節点数は 8266，要素数は 12028 である。 

 

(3) 境界条件 

3 次元 FEM モデルの基礎スラブ底面及び側面に，Ⅵ-2-2-1「原子炉建屋の地震

応答計算書」に示す地盤ばねを離散化して，水平方向及び鉛直方向のばねを設け

る。3 次元 FEM モデルの水平方向のばねについては，地震応答解析モデルのスウ

ェイばね及び側面水平ばねを，鉛直方向のばねについては，地震応答解析モデル
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のロッキングばね及び側面回転ばねを基に設定を行う。なお，基礎スラブ底面の

地盤ばねについては，引張力が発生したときに浮上りを考慮する。 

また，3 次元 FEM モデルの上部構造物に対する周辺床及び外壁の剛性並びに基

礎スラブに対する上部構造物の剛性を考慮する。RCCV と外壁の間の耐震壁の脚部

位置については，はり要素を設ける。 

 

  



 

 

31 

K6
 ①

 Ⅵ
-2
-4
-2
-
1 
R0
 

 

 

(a) 全体鳥瞰図 

 

 

 

(b) 全体断面図（EW 方向断面） 

図 3－2 解析モデル（地震荷重時）（1/3） 

Ｎ 

Ｅ 

Ｎ 

Ｅ 
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注：X,Y 及び Z は全体座標系，x 及び y は要素座標系を示す。 

 

(c) プール部要素分割図 

図 3－2 解析モデル（地震荷重時）（2/3） 
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注：X,Y 及び Z は全体座標系，x 及び y は要素座標系を示す。 

 

(d) プール部要素分割図 

図 3－2 解析モデル（地震荷重時）（3/3） 
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3.4.2 解析諸元 

使用材料の物性値を表 3－17 及び表 3－18 に示す。 

 

表 3－17 コンクリートの物性値 

諸元 
物性値 

上部構造物 基礎スラブ 

ヤング係数 

(N/mm2) 
2.88×104 ＊1 2.79×104 ＊2 

ポアソン比 0.2 0.2 

注記＊1 ：剛性はコンクリートの実強度（43.1N/mm2）に基づく。 

  ＊2 ：剛性はコンクリートの実強度（39.2N/mm2）に基づく。 

 

表 3－18 鉄筋の物性値 

（単位：N/mm2） 

諸元 物性値 

鉄筋の種類 
SD40（SD390 相当） 

SD35（SD345 相当） 

ヤング係数 2.05×105 
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3.4.3 材料構成則 

Ｓｓ地震時，（異常＋Ｓｄ地震）時及び（異常＋Ｓｓ地震）時に対する評価で

用いる材料構成則を図 3－3 に示す。 

なお，ヤング係数は実強度に基づく値とし，コンクリートの圧縮強度は設計基

準強度に基づく値とする。 

 

応力σ

（N/mm2）

ひずみε

（×10-6） -3000 -2000

0

 0.85Fc

0.38  Fc

 

Ｆｃ：コンクリートの設計基準強度 

 

項目 設定 

圧縮強度 -0.85Ｆｃ（CCV 規格） 

終局圧縮ひずみ -3000×10-⁶（CCV 規格） 

圧縮側のコンクリート構成則 
CEB-FIP Model code に基づき設

定（引用文献(1)参照） 

ひび割れ発生後の引張軟化曲線 
出雲ほか（1987）による式 

（ｃ＝0.4）（引用文献(2)参照） 

引張強度 σｔ＝0.38√Ｆｃ（RC 規準） 

注：引張方向の符号を正とする。 

(a) コンクリートの応力－ひずみ関係 

 

図 3－3 材料構成則（1/2） 
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・鉄筋の構成則：バイリニア型 

・終局ひずみ：±5000×10-⁶（CCV 規格） 

応力σ

（N/mm2）

ひずみε

（×10-6）-5000
0

 σｙ

5000

σｙ

 

σｙ：鉄筋の降伏強度 

 

注：引張方向の符号を正とする。 

(b) 鉄筋の応力－ひずみ関係 

 

図 3－3 材料構成則（2/2）  
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3.5 評価方法 

3.5.1 応力解析方法 

使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットについて，Ｓｄ地震時に対して 3 次

元 FEM モデルを用いた弾性応力解析を実施し，Ｓｓ地震時，（異常＋Ｓｄ地震）

時及び（異常＋Ｓｓ地震）時に対して 3 次元 FEM モデルを用いた弾塑性応力解析

を実施する。 

 

(1) 荷重ケース 

それぞれの外力の状態の応力は，次の荷重ケースによる応力を組み合わせて求

める。 

 

ＤＬ ：死荷重及び活荷重 

Ｐ１ ：運転時圧力 

Ｔ１ ：運転時温度荷重 

Ｈ１ ：逃がし安全弁作動時荷重 

Ｐ２１ ：異常時圧力（直後） 

ＰＳＡＬＬ ：重大事故等時圧力 

Ｋｄ１ＳＮ
＊ ：S→N 方向 Ｓｄ地震荷重（動的地震力） 

Ｋｄ１ＷＥ
＊ ：W→E 方向 Ｓｄ地震荷重（動的地震力） 

Ｋｄ１ＤＵ
＊ ：鉛直方向 Ｓｄ地震荷重（動的地震力） 

Ｋｄ２ＳＮ
＊ ：S→N 方向 Ｓｄ地震荷重（静的地震力） 

Ｋｄ２ＷＥ
＊ ：W→E 方向 Ｓｄ地震荷重（静的地震力） 

Ｋｄ２ＤＵ
＊ ：鉛直方向 Ｓｄ地震荷重（静的地震力） 

ＫｓＳＮ
＊ ：S→N 方向 Ｓｓ地震荷重 

ＫｓＷＥ
＊ ：W→E 方向 Ｓｓ地震荷重 

ＫｓＤＵ
＊ ：鉛直方向 Ｓｓ地震荷重 

Ｒｄ ：Ｓｄ地震時配管荷重 

Ｒｓ ：Ｓｓ地震時配管荷重 

ＫＨｄＷＥ
＊ ：W→E 方向 Ｓｄ地震時動水圧荷重 

ＫＨｄＳＮ
＊ ：S→N 方向 Ｓｄ地震時動水圧荷重 

ＫＨｓＷＥ
＊ ：W→E 方向 Ｓｓ地震時動水圧荷重 

ＫＨｓＳＮ
＊ ：S→N 方向 Ｓｓ地震時動水圧荷重 

 

注記＊ ：計算上の座標軸を基準として，EW 方向は W→E 方向の加力，NS 方 

向は S→N 方向の加力，鉛直方向は上向きの加力を記載している。 
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(2) 荷重の組合せケース 

荷重の組合せケースを表 3－19 に示す。 

水平地震力と鉛直地震力の組合せは，「原子力発電所耐震設計技術規程 ＪＥＡ

Ｃ４６０１-2008」（（社）日本電気協会）を参考に，組合せ係数法（組合せ係

数は 1.0 と 0.4）を用いるものとする。 
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表 3－19 荷重の組合せケース（1/4） 

外力の状態 
ケース 

No. 
荷重の組合せ 

Ｓｄ地震時 1-1 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１＋1.0Ｋｄ１ＳＮ＋0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＳＮ  

1-2 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１＋1.0Ｋｄ１ＷＥ＋0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＷＥ 

1-3 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１－1.0Ｋｄ１ＳＮ＋0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＳＮ 

1-4 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１－1.0Ｋｄ１ＷＥ＋0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＷＥ 

1-5 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１＋1.0Ｋｄ１ＳＮ－0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＳＮ 

1-6 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１＋1.0Ｋｄ１ＷＥ－0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＷＥ 

1-7 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１－1.0Ｋｄ１ＳＮ－0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＳＮ 

1-8 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１－1.0Ｋｄ１ＷＥ－0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＷＥ 

1-9 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１＋0.4Ｋｄ１ＳＮ＋1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋0.4ＫＨｄＳＮ 

1-10 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１＋0.4Ｋｄ１ＷＥ＋1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋0.4ＫＨｄＷＥ 

1-11 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１－0.4Ｋｄ１ＳＮ＋1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－0.4ＫＨｄＳＮ 

1-12 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１－0.4Ｋｄ１ＷＥ＋1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－0.4ＫＨｄＷＥ 

1-13 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１＋0.4Ｋｄ１ＳＮ－1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋0.4ＫＨｄＳＮ 

1-14 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１＋0.4Ｋｄ１ＷＥ－1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋0.4ＫＨｄＷＥ 

1-15 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１－0.4Ｋｄ１ＳＮ－1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－0.4ＫＨｄＳＮ 

1-16 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１－0.4Ｋｄ１ＷＥ－1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－0.4ＫＨｄＷＥ 

1-17 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１＋1.0Ｋｄ２ＳＮ＋1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＳＮ 

1-18 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１＋1.0Ｋｄ２ＷＥ＋1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＷＥ 

1-19 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１－1.0Ｋｄ２ＳＮ＋1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＳＮ 

1-20 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１－1.0Ｋｄ２ＷＥ＋1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＷＥ 

1-21 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１＋1.0Ｋｄ２ＳＮ－1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＳＮ 

1-22 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１＋1.0Ｋｄ２ＷＥ－1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＷＥ 

1-23 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１－1.0Ｋｄ２ＳＮ－1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＳＮ 

1-24 ＤＬ＋Ｐ１＋[Ｔ１]＋Ｈ１－1.0Ｋｄ２ＷＥ－1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＷＥ 

注：[ ]は応力状態 2 に対する荷重を表す。 
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表 3－19 荷重の組合せケース（2/4） 

外力の状態 
ケース 

No. 
荷重の組合せ 

Ｓｓ地震時 2-1 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１＋1.0ＫｓＳＮ＋0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋1.0ＫＨｓＳＮ  

2-2 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１＋1.0ＫｓＷＥ＋0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋1.0ＫＨｓＷＥ 

2-3 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１－1.0ＫｓＳＮ＋0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－1.0ＫＨｓＳＮ 

2-4 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１－1.0ＫｓＷＥ＋0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－1.0ＫＨｓＷＥ 

2-5 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１＋1.0ＫｓＳＮ－0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋1.0ＫＨｓＳＮ 

2-6 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１＋1.0ＫｓＷＥ－0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋1.0ＫＨｓＷＥ 

2-7 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１－1.0ＫｓＳＮ－0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－1.0ＫＨｓＳＮ 

2-8 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１－1.0ＫｓＷＥ－0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－1.0ＫＨｓＷＥ 

2-9 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１＋0.4ＫｓＳＮ＋1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋0.4ＫＨｓＳＮ 

2-10 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１＋0.4ＫｓＷＥ＋1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋0.4ＫＨｓＷＥ 

2-11 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１－0.4ＫｓＳＮ＋1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－0.4ＫＨｓＳＮ 

2-12 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１－0.4ＫｓＷＥ＋1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－0.4ＫＨｓＷＥ 

2-13 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１＋0.4ＫｓＳＮ－1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋0.4ＫＨｓＳＮ 

2-14 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１＋0.4ＫｓＷＥ－1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋0.4ＫＨｓＷＥ 

2-15 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１－0.4ＫｓＳＮ－1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－0.4ＫＨｓＳＮ 

2-16 ＤＬ＋Ｐ１＋Ｈ１－0.4ＫｓＷＥ－1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－0.4ＫＨｓＷＥ 
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表 3－19 荷重の組合せケース（3/4） 

外力の状態 
ケース 

No. 
荷重の組合せ 

（異常＋ 

Ｓｄ地震） 

時 
 

 

 

 

3-1 ＤＬ＋Ｐ２１＋1.0Ｋｄ１ＳＮ＋0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＳＮ  

3-2 ＤＬ＋Ｐ２１＋1.0Ｋｄ１ＷＥ＋0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＷＥ 

3-3 ＤＬ＋Ｐ２１－1.0Ｋｄ１ＳＮ＋0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＳＮ 

3-4 ＤＬ＋Ｐ２１－1.0Ｋｄ１ＷＥ＋0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＷＥ 

3-5 ＤＬ＋Ｐ２１＋1.0Ｋｄ１ＳＮ－0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＳＮ 

3-6 ＤＬ＋Ｐ２１＋1.0Ｋｄ１ＷＥ－0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＷＥ 

3-7 ＤＬ＋Ｐ２１－1.0Ｋｄ１ＳＮ－0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＳＮ 

3-8 ＤＬ＋Ｐ２１－1.0Ｋｄ１ＷＥ－0.4Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＷＥ 

3-9 ＤＬ＋Ｐ２１＋0.4Ｋｄ１ＳＮ＋1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋0.4ＫＨｄＳＮ 

3-10 ＤＬ＋Ｐ２１＋0.4Ｋｄ１ＷＥ＋1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋0.4ＫＨｄＷＥ 

3-11 ＤＬ＋Ｐ２１－0.4Ｋｄ１ＳＮ＋1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－0.4ＫＨｄＳＮ 

3-12 ＤＬ＋Ｐ２１－0.4Ｋｄ１ＷＥ＋1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－0.4ＫＨｄＷＥ 

3-13 ＤＬ＋Ｐ２１＋0.4Ｋｄ１ＳＮ－1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋0.4ＫＨｄＳＮ 

3-14 ＤＬ＋Ｐ２１＋0.4Ｋｄ１ＷＥ－1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ＋0.4ＫＨｄＷＥ 

3-15 ＤＬ＋Ｐ２１－0.4Ｋｄ１ＳＮ－1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－0.4ＫＨｄＳＮ 

3-16 ＤＬ＋Ｐ２１－0.4Ｋｄ１ＷＥ－1.0Ｋｄ１ＤＵ＋Ｒｄ－0.4ＫＨｄＷＥ 

3-17 ＤＬ＋Ｐ２１＋1.0Ｋｄ２ＳＮ＋1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＳＮ 

3-18 ＤＬ＋Ｐ２１＋1.0Ｋｄ２ＷＥ＋1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＷＥ 

3-19 ＤＬ＋Ｐ２１－1.0Ｋｄ２ＳＮ＋1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＳＮ 

3-20 ＤＬ＋Ｐ２１－1.0Ｋｄ２ＷＥ＋1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＷＥ 

3-21 ＤＬ＋Ｐ２１＋1.0Ｋｄ２ＳＮ－1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＳＮ 

3-22 ＤＬ＋Ｐ２１＋1.0Ｋｄ２ＷＥ－1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ＋1.0ＫＨｄＷＥ 

3-23 ＤＬ＋Ｐ２１－1.0Ｋｄ２ＳＮ－1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＳＮ 

3-24 ＤＬ＋Ｐ２１－1.0Ｋｄ２ＷＥ－1.0Ｋｄ２ＤＵ＋Ｒｄ－1.0ＫＨｄＷＥ 
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表 3－19 荷重の組合せケース（4/4） 

外力の状態 
ケース 

No. 
荷重の組合せ 

（異常＋ 

Ｓｓ地震） 

時 

4-1 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ＋1.0ＫｓＳＮ＋0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋1.0ＫＨｓＳＮ  

4-2 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ＋1.0ＫｓＷＥ＋0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋1.0ＫＨｓＷＥ 

4-3 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ－1.0ＫｓＳＮ＋0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－1.0ＫＨｓＳＮ 

4-4 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ－1.0ＫｓＷＥ＋0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－1.0ＫＨｓＷＥ 

4-5 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ＋1.0ＫｓＳＮ－0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋1.0ＫＨｓＳＮ 

4-6 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ＋1.0ＫｓＷＥ－0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋1.0ＫＨｓＷＥ 

4-7 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ－1.0ＫｓＳＮ－0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－1.0ＫＨｓＳＮ 

4-8 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ－1.0ＫｓＷＥ－0.4ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－1.0ＫＨｓＷＥ 

4-9 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ＋0.4ＫｓＳＮ＋1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋0.4ＫＨｓＳＮ 

4-10 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ＋0.4ＫｓＷＥ＋1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋0.4ＫＨｓＷＥ 

4-11 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ－0.4ＫｓＳＮ＋1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－0.4ＫＨｓＳＮ 

4-12 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ－0.4ＫｓＷＥ＋1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－0.4ＫＨｓＷＥ 

4-13 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ＋0.4ＫｓＳＮ－1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋0.4ＫＨｓＳＮ 

4-14 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ＋0.4ＫｓＷＥ－1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ＋0.4ＫＨｓＷＥ 

4-15 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ－0.4ＫｓＳＮ－1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－0.4ＫＨｓＳＮ 

4-16 ＤＬ＋ＰＳＡＬＬ－0.4ＫｓＷＥ－1.0ＫｓＤＵ＋Ｒｓ－0.4ＫＨｓＷＥ 
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(3) 荷重の入力方法 

a. 地震荷重 

水平地震力については，各階のせん断力及び曲げモーメントを各床レベルの

節点に離散化して節点荷重として入力する。 

鉛直地震力については，モデル上の各節点における鉛直震度により支配面積

に応じた節点力として入力する。 

 

b. 温度荷重 

Ｓｄ地震時における熱応力については，CCV 規格に基づき，部材の剛性を一

律に低減する一律低減法により評価する。 

 

c. 地震荷重及び温度荷重以外の荷重 

地震荷重及び温度荷重以外の荷重については，FEM モデルの各節点又は各要

素に，集中荷重又は分布荷重として入力する。 
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3.5.2 断面の評価方法 

使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットの断面の評価に用いる応力は，3 次

元 FEM モデルを用いた応力解析により得られた各荷重による応力（軸力，曲げモ

ーメント及びせん断力）とする。壁及び底面スラブの断面力成分を図 3－4 に示す。 

 

 

(a) 壁 

   

 

(b) 底面スラブ 

図 3－4 壁及び底面スラブの断面力成分  

kN･m/m 

kN/m 

kN/m 

kN/m 

N/mm2 

m 

kN･m/m 

kN/m 

kN/m 

ｘ軸 

ｙ軸 ｚ軸 
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(1) Ｓｄ地震時 

a. 壁 

軸力及び曲げモーメントによる引張応力度及び圧縮応力度，面内せん断力並

びに面外せん断力を算定し，CCV 規格に準拠して設定した各許容値を超えない

ことを確認する。 

 

(a) 軸力及び曲げモーメントに対する断面の評価方法 

各断面は，子午線方向及び円周方向各々について，膜力及び曲げモーメン

トを受ける鉄筋コンクリート造長方形仮想柱として算定する。この場合，膜

力は同時に作用する面内せん断力の影響を考慮して，CCV 規格の CVE-3511-1

及び CVE-3511-2 に示す等価膜力として評価する。 

膜力と面内せん断力の関係図を図 3－5 に示す。 

等価膜力及び曲げモーメントによる引張応力度及び圧縮応力度については，

表 3－ 14 及び表 3－ 15 に示す許容応力度を超えないことを確認する。 

 

Ｎφ
＊＝Ｎφ±|Ｎφθ| ································ （CVE-3511-1） 

Ｎθ
＊＝Ｎθ±|Ｎφθ| ································ （CVE-3511-2） 

ここで， 

Ｎφ
＊，Ｎθ

＊ ：φ，θ方向の等価膜力 

Ｎφ，Ｎθ ：φ，θ方向の膜力 

Ｎφθ ：面内せん断力 

（φ方向は子午線方向，θ方向は円周方向とする） 

 

上記のうち，「膜力」は「軸力」に読み替えることとする。また，「子午

線方向」は「縦方向」に，「円周方向」は「横方向」にそれぞれ読み替える

こととする。 

 

図 3－5 膜力と面内せん断力の関係図  

子
午
線
方
向

円周方向

Ｎφ

Ｎφθ

Ｎφθ

Ｎθ

Ｎθ

Ｎφθ

Ｎφθ

Ｎφ
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(b) 面内せん断力に対する断面の評価方法 

断面の評価は，CCV 規格の CVE-3512.1 に準拠して行う。 

面内せん断応力度が，CVE-3512.2-l及び CVE-3512.2-2より計算した終局面

内せん断応力度のいずれか小さい方の値の 0.75 倍の値を超えないことを確認

する。 

 

τ
ｕ
＝0.5 {(ｐ

ｔφ
∙ｆ

ｙ
－σ

０φ
)+(ｐ

ｔθ
∙ｆ

ｙ
－σ

０θ
)} （CVE-3512.2-1） 

τ
ｕ
＝1.10√Ｆｃ ································· （CVE-3512.2-2） 

ここで， 

τｕ ：終局面内せん断応力度(N/mm2) 

ｐｔφ ：子午線方向主筋の鉄筋比 

ｐｔθ ：円周方向主筋の鉄筋比 

σ０φ ：外力により生じる子午線方向の膜応力度(N/mm2)（引張の場 

合のみを考慮し，符号を正とする） 

σ０θ ：外力により生じる円周方向の膜応力度(N/mm2)（引張の場合 

のみを考慮し，符号を正とする） 

ｆｙ ：鉄筋の許容引張応力度及び許容圧縮応力度であり，表3－15 

に示す値(N/mm2) 

Ｆｃ ：コンクリートの設計基準強度(N/mm2) 

 

上記のうち，「子午線方向主筋」は「縦方向主筋」に，「円周方向主筋」

は「横方向主筋」にそれぞれ読み替えることとする。また，「子午線方向の

膜応力度」は「縦方向の軸応力度」に，「円周方向の膜応力度」は「横方向

の軸応力度」にそれぞれ読み替えることとする。 

 

  



 

 

47 

K6
 ①

 Ⅵ
-2
-4
-2
-
1 
R0
 

(c) 面外せん断力に対する断面の評価方法 

断面の評価は，CCV 規格の CVE-3513.1 に準拠して行う。 

面外せん断応力度が，CVE-3513.2-1及び CVE-3513.2-2より計算した終局面

外せん断応力度のいずれか小さい方の値の 0.75 倍の値を超えないことを確認

する。 

 

τ
Ｒ
＝Φ {0.1 (ｐ

ｔ
・ｆ

ｙ
－σ

０
)＋0.5・ｐ

ｗ
・ｆ

ｙ
＋0.235√Ｆ

ｃ
} （CVE-3513.2-1） 

τ
Ｒ
＝1.10√Ｆｃ  ·································· （CVE-3513.2-2） 

ここで， 

τＲ ：終局面外せん断応力度(N/mm2) 

ｐｔ ：主筋の鉄筋比 

σ０ ：外力による膜応力度(N/mm2)（引張の符号を正とする） 

ｐｗ ：面外せん断力に対する補強筋の鉄筋比であって，次の計算式に

より計算した値 

ｐｗ＝ａｗ／（ｂ・ｘ） ··················· （CVE-3513.2-3） 

ａｗ ：面外せん断力に対する補強筋の断面積(mm2) 

ｂ ：断面の幅(mm) 

ｘ ：面外せん断力に対する補強筋の間隔(mm) 

Φ ：低減係数であり，次の計算式により計算した値 

（1を超える場合は1，0.58未満の場合は0.58とする） 

Φ＝1／√Ｍ／（Ｑ・ｄ） ·················· （CVE-3513.2-4） 

Ｍ ：曲げモーメント(N･mm) 

Ｑ ：せん断力(N) 

ｄ ：断面の有効せい(mm) 

ｆｙ ：鉄筋の許容引張応力度及び許容圧縮応力度であり，表3－15に示

す値(N/mm2) 

Ｆｃ ：コンクリートの設計基準強度(N/mm2) 

 

上記のうち，「外力による膜応力度」は「外力による軸応力度」に読み替

えることとする。 
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b. 底面スラブ 

軸力及び曲げモーメントによる引張応力度及び圧縮応力度並びに面外せん断

力を算定し，CCV 規格に準拠して設定した各許容値を超えないことを確認する。 

 

(a) 軸力及び曲げモーメントに対する断面の評価方法 

各断面は，軸力及び曲げモーメントを受ける鉄筋コンクリート造長方形仮

想柱として算定する。 

軸力及び曲げモーメントによる引張応力度及び圧縮応力度については，表

3－ 14 及び表 3－ 15 に示す許容応力度を超えないことを確認する。 
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(b) 面外せん断力に対する断面の評価方法 

断面の評価は，CCV 規格の CVE-3522 に準拠して行う。 

面外せん断力が，CVE-3522-1又は CVE-3522-2より計算した許容面外せん断

力を超えないことを確認する。 

 

ＱＡ＝ｂ・ｊ・ｃｆｓ  ······························ （CVE-3522-1） 

ここで， 

ＱＡ ：許容面外せん断力(N) 

ｂ ：断面の幅(mm) 

ｊ ：断面の応力中心間距離で，断面の有効せいの7/8倍の値(mm) 

ｃｆｓ ：コンクリートの許容せん断応力度で，表3－14に示すＳｄ地震時

の値(N/mm2) 

 

ＱＡ＝ｂ・ｊ{α・ｃｆｓ＋0.5・ｗｆｔ（ｐｗ－0.002）｝ ·· （CVE-3522-2） 

ここで， 

ｐｗ ：面外せん断力に対する補強筋の鉄筋比であり，次の計算式によ

り計算した値（0.002以上とし，0.012を超える場合は0.012と

して計算する） 

ｐｗ＝ａｗ／（ｂ・ｘ）  ···················· （CVE-3522-3） 

ａｗ ：面外せん断力に対する補強筋の断面積(mm2) 

ｘ ：面外せん断力に対する補強筋の間隔(mm) 

ｗｆｔ ：面外せん断力に対する補強筋の許容引張応力度であり，表3－15

に示す値(N/mm2) 

α ：割増し係数であり，次の計算式により計算した値（2を超える場

合は2，1未満の場合は1とする。また，引張軸力が2N/mm2を超え

る場合は1とする。） 

α＝
4

Ｍ／（Ｑ・ｄ）＋1
  ···················· （CVE-3522-4） 

Ｍ ：曲げモーメント(N･mm) 

Ｑ ：せん断力(N) 

ｄ ：断面の有効せい(mm) 
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(2) Ｓｓ地震時，（異常＋Ｓｄ地震）時及び（異常＋Ｓｓ地震）時 

a. 壁 

軸力及び曲げモーメントによる鉄筋及びコンクリートのひずみ，軸力による

圧縮応力度，面内せん断力並びに面外せん断力を算定し，CCV 規格に準拠して

設定した各許容値を超えないことを確認する。 

 

(a) 軸力及び曲げモーメントに対する断面の評価方法 

軸力及び曲げモーメントによる鉄筋及びコンクリートのひずみは，縦方向

及び横方向各々について算定し，CCV 規格の CVE-3511.2 に基づき，表 3－16

に示す許容ひずみを超えないことを確認する。 

 

(b) 軸力に対する断面の評価方法 

軸力による圧縮応力度については，CVE-3511.3 に準拠してコンクリートの

設計基準強度の 2/3 倍を超えないことを確認する。 

 

(c) 面内せん断力に対する断面の評価方法 

断面の評価は，CCV 規格の CVE-3512.2 に準拠して行う。 

面内せん断応力度が，CVE-3512.2-1及び CVE-3512.2-2より計算した終局面

内せん断応力度のいずれか小さい方の値を超えないことを確認する。このと

き，鉄筋の許容引張応力度及び許容圧縮応力度ｆｙは，表 3－15に示すＳｄ地

震時の値とする。 

 

(d) 面外せん断力に対する断面の評価方法 

断面の評価は，CCV 規格の CVE-3513.2 に準拠して行う。 

面外せん断応力度が，CVE-3513.2-1及び CVE-3513.2-2より計算した終局面

外せん断応力度のいずれか小さい方の値を超えないことを確認する。このと

き，鉄筋の許容引張応力度及び許容圧縮応力度ｆｙは，表 3－15に示すＳｄ地

震時の値とする。 
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b. 底面スラブ 

軸力及び曲げモーメントによる鉄筋及びコンクリートのひずみ並びに面外せ

ん断力を算定し，CCV 規格に準拠して設定した各許容値を超えないことを確認

する。 

 

(a) 軸力及び曲げモーメントに対する断面の評価方法 

軸力及び曲げモーメントによる鉄筋及びコンクリートのひずみが，CCV 規

格の CVE-3521.2 に準拠して，表 3－16 に示す許容ひずみを超えないことを確

認する。 

 

(b) 面外せん断力に対する断面の評価方法 

断面の評価は，CCV 規格の CVE-3522 に準拠して行う。 

面外せん断力が，CVE-3522-1又は CVE-3522-2より計算した許容面外せん断

力を超えないことを確認する。 

 

3 次元 FEM モデルを用いた応力の算定において，FEM 要素に応力集中等が見られ

る場合については，RC-N 規準に基づき，応力の再配分等を考慮してある一定の領

域の応力を平均化したうえで断面の評価を行う。 
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4. 評価結果 

「3.5.2 断面の評価方法」に基づいた断面の評価結果を以下に示す。また，3 次元

FEM モデルの配筋領域図を図 4－1 に，配筋一覧を表 4－1 に示す。 

 

4.1 Ｓｄ地震時 

断面の評価結果を記載する要素を以下のとおり選定する。  

壁については，軸力，曲げモーメント及び面内せん断力による引張応力度及び圧縮

応力度，面内せん断応力度並びに面外せん断応力度に対する評価において，発生値に

対する許容値の割合が最小となる要素をそれぞれ選定する。 

底面スラブについては，軸力及び曲げモーメントによる引張応力度及び圧縮応力度

並びに面外せん断応力度に対する評価において，発生値に対する許容値の割合が最小

となる要素をそれぞれ選定する。 

選定した要素の位置を図 4－2 に，評価結果を表 4－2 に示す。 

Ｓｄ地震時において，壁について，軸力，曲げモーメント及び面内せん断力による

引張応力度及び圧縮応力度，面内せん断応力度並びに面外せん断応力度が，各許容値

を超えないことを確認した。また，底面スラブについて，軸力及び曲げモーメントに

よる引張応力度及び圧縮応力度並びに面外せん断応力度が，各許容値を超えないこと

を確認した。 

 

4.2 Ｓｓ地震時，（異常＋Ｓｄ地震）時及び（異常＋Ｓｓ地震）時 

断面の評価結果を記載する要素を以下のとおり選定する。  

壁については，軸力，曲げモーメント及び面内せん断力による鉄筋及びコンクリー

トのひずみ，軸力による圧縮応力度，面内せん断応力度並びに面外せん応力度に対す

る評価において，発生値に対する許容値の割合が最小となる要素をそれぞれ選定する。  

底面スラブについては，軸力及び曲げモーメントによる鉄筋及びコンクリートのひ

ずみ並びに面外せん断応力度に対する評価において，発生値に対する許容値の割合が

最小となる要素をそれぞれ選定する。 

選定した要素の位置を図 4－3～図 4－5 に，評価結果を表 4－3～表 4－5 に示す。 

Ｓｓ地震時，（異常＋Ｓｄ地震）時及び（異常＋Ｓｓ地震）時において，壁につい

て，軸力，曲げモーメント及び面内せん断力による鉄筋及びコンクリートのひずみ，

軸力による圧縮応力度，面内せん断応力度並びに面外せん応力度が，各許容値を超え

ないことを確認した。また，底面スラブについて，軸力及び曲げモーメントによる鉄

筋及びコンクリートのひずみ並びに面外せん断応力度が，各許容値を超えないことを

確認した。 
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図 4－1 配筋領域図（単位：m） 
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表 4－1 使用済燃料貯蔵プール及びキャスクピットの配筋一覧 

(a) 北側及び南側壁 

区分 タテ方向 ヨコ方向 

Ａ 
2-D38@200 

5-D38@200 

Ｂ 
3-D38@200 

Ｃ 3-D38@200 

 

(b) 東側壁 

区分 タテ方向 ヨコ方向 

Ｄ 2-D38@200 2-D38@200 

 

(c) 西側壁 

区分 タテ方向 ヨコ方向 

Ｅ 2-D38@200 2-D38@200 

Ｆ 4-D38@200 

3-D38@200 
Ｇ 

2-D38@200 

＋D38@400 

 

(d) 底面スラブ 

区分 EW 方向 NS 方向 

Ｈ 4-D38@200 3-D38@200 

 

     注：配筋は片側を示す。 

  



 

 

55 

K6
 ①

 Ⅵ
-2
-4
-2
-
1 
R0
 

 

(a) 北側壁 

 

 

(b) 南側壁 

 

図 4－2 選定した要素の位置 Ｓｄ地震時（1/3） 
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(c) 東側壁 

 

 

(d) 西側壁 

 

図 4－2 選定した要素の位置 Ｓｄ地震時（2/3） 
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(e) 底面スラブ 

 

図 4－2 選定した要素の位置 Ｓｄ地震時（3/3） 
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表 4－2 評価結果 Ｓｄ地震時 

 

 

  

部位 方向 要素番号
組合せ
ケース

発生値 許容値

コンクリート圧縮応力度

(N/mm2)
鉛直 2145 1-19 8.92 24.2

鉄筋引張応力度

(N/mm2)
鉛直 2115 1-8 209 345

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 2073 1-16 2.09 4.42

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
鉛直 2145 1-19 0.642 0.980

コンクリート圧縮応力度

(N/mm2)
鉛直 32145 1-17 8.91 24.2

鉄筋引張応力度

(N/mm2)
鉛直 32115 1-8 210 345

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 32073 1-16 2.09 4.42

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
鉛直 32145 1-17 0.642 0.980

コンクリート圧縮応力度

(N/mm2)
鉛直 2379 1-6 8.10 21.4

鉄筋引張応力度

(N/mm2)
鉛直 2379 1-6 232 345

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 2382 1-21 1.03 2.94

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
鉛直 2383 1-6 0.520 1.17

コンクリート圧縮応力度

(N/mm2)
鉛直 32469 1-21 5.76 21.4

鉄筋引張応力度

(N/mm2)
水平 2493 1-21 298 345

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 2489 1-21 0.833 1.07

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
水平 32493 1-8 0.146 1.12

コンクリート圧縮応力度

(N/mm2)
EW 1549 1-14 8.11 24.2

鉄筋引張応力度

(N/mm2)
NS 1546 1-2 226 345

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
NS 1607 1-14 1.11 1.21

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力北側壁

評価項目

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力南側壁

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力東側壁

西側壁

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力

軸力
＋

曲げモーメント底面
スラブ
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(a) 北側壁 

 

 

(b) 南側壁 

 

図 4－3 選定した要素の位置 Ｓｓ地震時（1/3） 
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(c) 東側壁 

 

 

(d) 西側壁 

 

図 4－3 選定した要素の位置 Ｓｓ地震時（2/3） 
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(e) 底面スラブ 

 

図 4－3 選定した要素の位置 Ｓｓ地震時（3/3） 
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(a) 北側壁 

 

 

(b) 南側壁 

 

図 4－4 選定した要素の位置 （異常＋Ｓｄ地震）時（1/3） 
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(c) 東側壁 

 

 

(d) 西側壁 

 

図 4－4 選定した要素の位置 （異常＋Ｓｄ地震）時（2/3） 
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(e) 底面スラブ 

 

図 4－4 選定した要素の位置 （異常＋Ｓｄ地震）時（3/3） 
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(a) 北側壁 

 

 

(b) 南側壁 

 

図 4－5 選定した要素の位置 （異常＋Ｓｓ地震）時（1/3） 

  



 

 

66 

K6
 ①

 Ⅵ
-2
-4
-2
-
1 
R0
 

 

(c) 東側壁 

 

 

(d) 西側壁 

 

図 4－5 選定した要素の位置 （異常＋Ｓｓ地震）時（2/3） 
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(e) 底面スラブ 

 

図 4－5 選定した要素の位置 （異常＋Ｓｓ地震）時（3/3） 
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表 4－3 評価結果 Ｓｓ地震時 

 

注記＊：応力の再分配等を考慮して，応力平均化を行った結果を示す。 

部位 方向 要素番号
組合せ
ケース

発生値 許容値

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
鉛直 2145 2-5 0.277 3.00

鉄筋引張ひずみ

(×10-3)
水平 2320 2-8 0.382 5.00

軸力
圧縮応力度

(N/mm2)
鉛直 2146 2-16 6.42 21.4

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 2092 2-16 3.16 5.89

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
鉛直 2145 2-5 0.700 1.98

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
鉛直 32145 2-7 0.275 3.00

鉄筋引張ひずみ

(×10-3)
水平 32320 2-8 0.380 5.00

軸力
圧縮応力度

(N/mm2)
鉛直 32146 2-16 6.39 21.4

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 32092 2-16 3.15 5.89

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
鉛直 32145 2-7 0.698 1.99

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
鉛直 2379 2-6 0.337 3.00

鉄筋引張ひずみ

(×10-3)
鉛直 2379 2-6 0.622 5.00

軸力
圧縮応力度

(N/mm2)
水平 2411 2-16 0.940 21.4

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 2390 2-5 1.04 3.80

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
鉛直 2383 2-6 0.682 1.73

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
鉛直 32469 2-5 0.169 3.00

鉄筋引張ひずみ

(×10-3)
鉛直 2469 2-5 0.423 5.00

軸力
圧縮応力度

(N/mm2)
鉛直 32469 2-5 4.98 21.4

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 2489 2-1 0.647 1.43

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
水平 32493 2-8 0.237 1.49

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
EW 1601 2-8 0.285 3.00

鉄筋引張ひずみ

(×10-3)
EW 31548 2-6 0.358 5.00

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
NS 1607 2-14    0.979* 1.21

西側壁

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力

底面
スラブ

軸力
＋

曲げモーメント

評価項目

北側壁

南側壁

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力

東側壁

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力
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表 4－4 評価結果 （異常＋Ｓｄ地震）時 

 

  

部位 方向 要素番号
組合せ
ケース

発生値 許容値

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
鉛直 2145 3-21 0.208 3.00

鉄筋引張ひずみ

(×10-3)
鉛直 2145 3-19 0.180 5.00

軸力
圧縮応力度

(N/mm2)
鉛直 2145 3-21 2.74 21.4

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 2092 3-21 1.97 5.89

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
鉛直 2145 3-17 0.628 1.61

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
鉛直 32145 3-23 0.206 3.00

鉄筋引張ひずみ

(×10-3)
鉛直 32145 3-17 0.181 5.00

軸力
圧縮応力度

(N/mm2)
鉛直 32145 3-23 2.73 21.4

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 32092 3-23 1.95 5.89

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
鉛直 32145 3-19 0.627 1.61

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
鉛直 2379 3-6 0.138 3.00

鉄筋引張ひずみ

(×10-3)
鉛直 2379 3-6 0.148 5.00

軸力
圧縮応力度

(N/mm2)
水平 2411 3-16 0.254 21.4

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 32414 3-19 0.728 3.21

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
鉛直 2383 3-22 0.410 1.70

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
鉛直 32469 3-17 0.229 3.00

鉄筋引張ひずみ

(×10-3)
鉛直 2469 3-17 0.493 5.00

軸力
圧縮応力度

(N/mm2)
鉛直 32469 3-17 6.18 21.4

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 32489 3-17 0.876 1.79

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
鉛直 32469 3-20 0.361 2.02

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
EW 1601 3-8 0.152 3.00

鉄筋圧縮ひずみ

(×10-3)
EW 1601 3-8 0.116 5.00

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
NS 1606 3-14 0.942 1.21

評価項目

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力

南側壁

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力

東側壁

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力

西側壁

軸力
＋

曲げモーメント
底面

スラブ

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力

北側壁
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表 4－5 評価結果 （異常＋Ｓｓ地震）時 

 

注記＊：応力の再分配等を考慮して，応力平均化を行った結果を示す。 

  

部位 方向 要素番号
組合せ
ケース

発生値 許容値

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
鉛直 2145 4-5 0.237 3.00

鉄筋引張ひずみ

(×10-3)
水平 2320 4-4 0.350 5.00

軸力
圧縮応力度

(N/mm2)
鉛直 2146 4-16 4.92 21.4

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 2092 4-16 2.83 5.89

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
鉛直 2145 4-5 0.752 1.93

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
鉛直 32145 4-7 0.236 3.00

鉄筋引張ひずみ

(×10-3)
水平 32320 4-4 0.352 5.00

軸力
圧縮応力度

(N/mm2)
鉛直 32146 4-16 4.90 21.4

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 32092 4-16 2.82 5.89

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
鉛直 32145 4-3 0.677 1.73

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
鉛直 2379 4-6 0.325 3.00

鉄筋引張ひずみ

(×10-3)
鉛直 2379 4-6 0.601 5.00

軸力
圧縮応力度

(N/mm2)
鉛直 32382 4-6 0.668 21.4

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 2390 4-5 1.00 3.81

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
鉛直 2383 4-6 0.666 1.72

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
鉛直 32469 4-1 0.188 3.00

鉄筋引張ひずみ

(×10-3)
鉛直 2469 4-1 0.398 5.00

軸力
圧縮応力度

(N/mm2)
鉛直 32469 4-5 5.27 21.4

面内せん断力
面内せん断応力度

(N/mm2)
― 32489 4-5 0.652 1.47

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
鉛直 32469 4-8 0.424 2.18

コンクリート圧縮ひずみ

(×10-3)
EW 1601 4-8 0.279 3.00

鉄筋引張ひずみ

(×10-3)
EW 31548 4-6 0.339 5.00

面外せん断力
面外せん断応力度

(N/mm2)
NS 1607 4-14    0.974* 1.21

東側壁

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力

評価項目

北側壁

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力

南側壁

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力

西側壁

軸力
＋

曲げモーメント
＋

面内せん断力

底面
スラブ

軸力
＋

曲げモーメント
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