
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.1 擾乱発生源の概略図 

Fig. 3.3.1 Schematics of sources of disturbance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.6 130/380kV変電所の電磁界測定経路 

Fig.3.3.6 Layout of measurements of fields  

in 130/380kV substation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.7 130/380kV変電所の電磁界測定結果 

Fig.3.3.7 Measurements of fields in 130/380kV substation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.1 情報通信設備の雷害 

Fig. 4.3.1 Lighting damages in information and communication systems 

 

落雷

雷電流

鉄塔

局舎 引込部

無線装置

情報通信設備の接地電位上昇

機器

SPD,電源装置

電力量計

情報通信設備の周辺設備

柱上変圧器

B種接地

Ｂ種接地の
電位上昇

Sample : DO NOT PRINT



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2 ケーブル接地の不適切な接続 

Fig. 4.3.2 Inappropriate connection of cable sheath to ground 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4.3 プリント配線板の寄生同調回路における 

遠方誘導雷の発生メカニズム 

Fig.4.4.3 Data error mechanism by far-field induced 

lightning in the printed circuit board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.1 一般的な風力発電設備の構成と接地システム 

Fig.7.2.1 General wind power generator configuration and 
grounding system 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.1 スマートグリッド概念図 

Fig.6.1.1 Conceptual diagram of smart grid 

 

 

 

 

 

 

図 7.2.6 風力発電設備への直撃雷からの逆流雷による 

通信ケーブルの雷害事例 

Fig.7.2.6 Lightning damage aspect to metal cable against back flow 
lightning current from direct Lightning hit to wind power generator 
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図 4.2.3 SITの過電圧低減機構 

Fig. 4.2.3 Overvoltage reduction mechanism of SIT  
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