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1． は じ め に

　 宅地 開発 を行 うに は ， 宅地 の 安全性，快適性 の他，相

隣関係，利便性 を含 め た都市 と して の環境整備が求め ら

れ る 。 その 中で も安全性 に つ い て は，住環境の 基 本 的 な

要求事項 として，本来 は最 も重要視 さ れ る べ き項 目の
一

つ で は あ る が，現 実 は，利便性 や 日常 の住環箋の快適性

な どが優 先 さ れ て 宅地 の 選定 が 行 わ れ て い る 印 象が強 い
。

した が っ て，安全性 の担保 が確 か で な い 宅地 が市場 に 存

在 して い る こ とも事実で あ る。

　地震時に お け る 宅地被害で は，低地 の 液状化現象 や 小

規模 な 斜面 崩壊 な どは 以前 か ら知 られ て い る が，我 が 国

で は，大規摸 な もの と して 阪神大 震 災 に お け る六 甲山周

辺 に あ る丘 陵地 で の 宅地被害以降 ， 新潟県中越沖地震 に

お け る県内の造成 宅地 ， 東 日本太平洋沖地震 で も仙台市

を 中心 に 多 くの 丘 陵地 で の 宅地 盛 土 に 甚大 な被害 が発生

して い る。ま た，東 京湾沿岸地帯 の広範な低地 に お け る

埋立 て造成宅地 に液状化 に よ る被害 が発生 して，そ の 後

の復 旧対策の 方法 も含めて 大 き な社 会 問題 とな っ て い る。
日常の 環境 の 中で は ，使用 さ れ る器 具 や施 設 は，ある 安

全性 の 中で製造 さ れ整備 が行 わ れて い る。人工 改変地 で

あ る 宅地 （以後，造成宅地）は人為的 に整備 が行 われ て

い る とは い え，宅地 の 安全性 に関 わ る事柄 の 多 くは立 地

条件 に依存 して い る点 が 多い。宅地 に は 自然 の 地 盤 が簡

単 に整地 さ れ て い る場合 や盛土 と切土 が大 規模 に 行 わ れ

て，施工方法 や施工 管理 に 依存 した 宅 地 地 盤 の 品 質が 支

配的 に な っ て い る場 合 とが あ る 。 地 震防災の 観点 か ら見

て 自然地 盤 と造成 宅地 とを比較す る と，自然地 盤で は 大

規模 な崩壊や 表層の 斜面崩壊など も少 な か らず 発生 して

い る が ， 被害 と して 顕在化 して い るの は圧 倒的 に 造成宅

地 で の 災害 が多 く，原 因 として は，人 工 地 盤で の 耐 震性

の 不 十 分 さや 集中し た宅地 密度の 問 題 な ど も関係 し て い

る 。 こ こ で は，地 震時 に お け る被 害 が顕 在 化 し つ つ あ る

造成 宅地の 耐震性 に つ い て 述 べ るが ，こ れ か らの 耐震対

策な どの議論 をするに は，新しく造成 され る宅地 の 場合

と既 に 住民の 生活が営 まれ 市 街地 化 して い る宅地 （以後，

既存宅地 ） を分 け て 考 え る こ とが 適切で あ る。また，造

成宅地 は 人 工 物で あ るが ゆ え に，宅 地 の 品質は そ の 供 給

を行うための 制度 な ど と密接 な関係 に あ り，宅地 耐 震化

の 推進 に は 地 盤 に関 す る技 術 論 の み で は解決出来な い 問

題が 少 な か らず 含 ま れ，問 題の 解決 を複雑化 して い る こ

とに留意 し な けれ ば な らな い。
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2． 造成時の 宅地 耐震化

　造成 宅地 で の 地 震被害の 多 くは ， 盛土や埋土に よる 宅

地 部分 に集中 して お り，造成地周辺 に接 す る 自然地盤 や

切土 に お い て 斜面 崩壊 な どが生 じて い る場 合 もあ る が，

被害 の発生は 多 くは な い
。 造成 時に お け る 宅地盛 土 に 関

す る基準 に は ， 大 きく土の締固め 度な どの 施工 基 準 と斜

面 の安定性 に 関する設計基準 とが あ る が ， 開発され る区

域，規模 な どに よっ て，適用 や推奨 さ れ る法律，基準が

異な っ て お り，ま た，許可 を 必 要 と し な い 小規模 な造 成

宅地 や 区 域 が 存在 す る。平成18年度 に 宅 地 造 成 等 規 制

法 に よ る 宅地 耐震化 へ の取 り組 み が始 ま るま で は，宅地

地盤 で の 災害対策の 対象は 降雨災害 へ の地盤対策 と盛 土

荷重 に よる沈下 対策 な ど長期 の安定性 を 主た る検討の 対

象 と して い た 。

　2．1 丘 陵地に おけ る宅地の 場合

　過去 の 地 震被害 か ら，地 震 時 に 大 きな 被害 を発生 して

い る 盛 土 の 特徴 と して は，丘 陵地 に お け る 旧 谷部 を 埋 め

立 て た ひ な壇 造成 地 （谷埋 め盛土）や比較的急斜面 に盛

土 した盛 土 （腹付 け盛土）が指摘 さ れ て い る 。 谷埋 め盛

土 で は ， 素地 に残 る底部 の軟弱 土 や腐植土 の 存在及び盛

土 を行 っ たこ とに よ る地 盤 レ ベ ル の 変更に伴 う地 下 水 位

の上 昇 な どが考 え られ て い る。ま た ，腹付 け盛 土 で は，

旧地 形 の勾 配 が滑 り線 に な り易 い こ とや造成 地 周縁 で の

法勾配 が 比 較 的 急 勾 配 とな る こ と が あ る。

　谷埋 め盛 土 が地 震時 に 不安定 に なる第
一

の 要 因 とし て

は沈下 水位の 形成 が指摘され て い る 。 盛 土 内に地下水位

が 存在すれば，地盤内の 有効応力 が 減少 して 盛土の せん

だん強度 が低下 す る こ と と地震時の 慣性力が大 き くな り，

地震時 に大 き く斜面の 安定性 が 低下 す る こ とは よ く知 ら

れ て い る。また，地 下 水位 と緩 い 砂 質土 が盛 土 底部等 に

存在 す れば，液 状 化 に 近 い 状況 を 生み 出す こ ともあ り ，

緩斜 面 で あ っ て も斜面方向へ の 変形が 助長 され 易い 。

　
一

方，腹付け 盛土 で は，地形的 には 集水 地 形 で は な い

が ， 旧斜面からの 地 下水 が あ れ ば そ の 影響 は少なからず

受け，また，斜面 周 縁部な どの 位置的特徴 か ら締 固 め 作

業 な どが 不 十分 とな り易 い な ど，盛 土 の 施 工 管理 上 の 問

題 や 斜 面 端部で の 地 震動の 局 所 的 増幅作用 な ど も考 え ら

れ る 。 造 成 時 に お け る 耐震対策 と して は ， 盛 土 を行うた

め の 基 本的な 技術的基準が施工 時に 遵 守 され て い る こ と

が一
義的 に 重要で あ り，谷埋 め 盛土 で は ， 素地の 表土や

軟弱地盤の 除去や 改良，地 下 水 排除 の た め に排水層を設
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置し盛土 の強度低下 を起 こす 要因 を除去 して お くこ と，

さらに は，盛土の 適切な締固め基準が定 め られ そ の 基準

に 沿 っ た 品質管理 が 施工 管理 や適切 な検 査段 階 で 行わ れ

て い な け れ ば な ら な い。宅地 造成 等規 制法 の 改正 に よ り，

盛土 を行 う際の 巻 き 出し厚さをほ ぼ30cm 未満 とするこ

とが政令に規 定 さ れ た。こ れ も，宅地 耐震化 の実効性を

高 め るた め で は あ るが，こ れ 以外 の締固め密度や 排水施

設 な どの管理 基準 は ，参考図書 で あ る 宅地 防災マ ニ ュ ア

ル に示 され て い る 1｝。宅地 の 開発行為 で は 適用 され る 指

針類 に即 した 内容 で 開発 が許可 さ れ るが申請時の約束 が

守 られ る仕組 み が不 十分 で ある と期待 した結果 が得 られ

な い 場合 が 当然 あ り得 る。建築物 で は設計時の 内容 が実

現 さ れ て い る こ とを施 工 時 の 検査 で あ る程度確認する こ

とが制度 と し て
一

般化 さ れ て い る が，同様 に宅地 に つ い

て も開発許可 段階 で の 十 分 な審査 の 他 ，施 工 中の 中 間検

査 での 設計条件 との整合性及 び完 了検査 で の品質 を確認

す る仕組みが重要 で あ る。 ま た，地震時 の盛土 の 安定性

に つ い て は，法律 で は，震度法 に よ る基準 とな る水平震

度 をO．25と し，地 域係数を 考慮 して 設計震度 を定 め て い

る が，地震時 に どの 程 度 の 余 裕 を担 保 出来 るか は，大 き

くは地 下水位 と盛 土 の 締 固 め に 伴 う非 排 水 せ ん だ ん強度

（動的強度）の 大 き さに依存 して い る 。

一
般的に は，土

の 締 固め 度 を85〜90％とあ る程度 の 盛土の 品質 を 確保

すれば，非排水せ ん だ ん時 の有効応力経路は，過剰間隙

水 圧 の 上 昇 を抑 え る よ うに な り，ま た，締固 め が不 十 分

な場合に は，大 きな 水圧 が発生 す る可 能性 が残 る （図
一

1）。

　腹付 け盛土 の場合に は，盛 土 勾配 や盛 土 底部 の勾配 が

大 き く，復雑 に な っ た り，また ， 施工 条件 が厳し く必 要

な盛 土 の 強度 も高 くな るの で ，こ れ らの 影響要 因 の設 計

へ の配慮 と地 盤改良や地 盤補強材を使用 した よ り耐震性

を期 待 出来 る補強 土盛 土 の 採 用 も考 慮 して適切 な対策 を

講 じて お くこ とが 大切 で あ る。

　2．2 低地 に お け る宅地 の場合

　多 くの住宅地 に発生 した 液状化現象 に よ る被害 は，そ

の ほ とん どが，旧 河道 にお け る改変地あ るい は海岸や 湿

地 ，池，窪地 あ る い は 土 砂採取跡地など地下水位 以 下 の

地 盤 で埋 立 て や埋 土が 行わ れ て 宅地 化 された造成地で あ

る。 今回の 東 日本 大震災で も自然地 盤 上 に お け る液状化

被害は少な く，
こ れ らの 傾向は，最近の 液状化 現 象 に よ

る宅地の 被害の
一

般的 な傾 向 にな りつ つ あ る 。 地盤の 埋

立て 時な ど に そ の 後の 土 地 の 利用 形態 に 応 じた要求性 能

が 明ら か に な っ て い れ ば，長期の 沈下対策や 液状化対策

（耐震対策）な ど を施 して お くこ とは，既に 多 くの 対策
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図一 1　 非排 水せ ん だ ん強度に 及ぼす締固め程 度の影 響
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工 法 の 提案もあ り技術的に はさほ ど難しい 問題 で はない。

しか し，実態 は，埋 立 て時 な どに こ れ らの対策が十 分 に

と られ な い ま ま宅地 の供給 が行 わ れ，単 に 経済的 な理 由

ば か りで は な く，必 要 な対 策技 術 が適用 され る仕組 み が

不十分 で あれば ，
こ れ らの 技術 が利 用 され る場 も少 な く

なる 。

　低地 に おけ る宅地開発 で は ， 現在 ， 軟弱地 盤対策と し

て，主 に地 盤沈下の 障害 に対応 した 種 々 の 対策 を検討す

る基 準 に な っ て い る 。 しか し，液状化対策 に つ い て は，

建築物 で の 対応 が可 能 で ある こ と もあ り，注 意喚起 は 行

われ て い る が対策の 義務化 は行わ れ て お らず，今回 の 大

震災 を受 けて，国 に お い て も，現在，そ の 対応方針な ど

が 検討 され て い る 。

3．　 既存宅地の耐震化

　既 に供 給 され た 宅 地 の 耐 震化 を図 る に は 多 くの 課題 を

克服 しなければ な らな い
。 前述 した よ うに，最近 まで 宅

地 に は法律な どで 耐震化が明確 に 求め られ て い な か っ た

こ とを理 解 して おか ね ば な らな い。また ， 住宅建設 に際

して は，自然地 盤 と造成宅地 の 区別無 く液状化す る可能

性が ある 地 盤 な どで は，住 宅 の 建設が制限されて は お ら

ず，地 盤の 支持力確保の た め の 地 盤 改 良や 杭 基 礎の 使用

が設 計 者の 判断で 行 わ れ て い る。

　丘 陵地 に お け る既存の 造成宅地で は，被害が直接的 に

人命 に損傷を与 え る こ とが あ る こ と，また，造成地全体

の 耐 震性が個 々 の 宅地 に大 きな影響 を与 え，被災 した 場

合 の 影 響 が広 範 囲 に及 ぶ こ とや 復 旧 ま で の 時間 が 長 期 に

わ た る こ とで 地 域 の コ ミ ュ ニ テ ィ の 破壊 を生 じ兼ね な い

などの理由に よ り， 公的 な支援を受 け て 既存宅地 の 耐震

化 に取 り組 む施策 が実施 に移 され て い る。

　 こ れ に対 して，地盤 の 液状化被害 に代表され る低地 に

お け る既 存宅地 に対 して は，丘 陵地 に 対す る耐震化 が制

度化 され て い る事情 とは，表
一 1に 示 す点 に お い て異 な

っ て い る。こ の 状況 に加 え て，既 存 の不 適格住宅の 耐震

化 が 必 ず し も進 ん で い な い 現 実 で は，地 盤の 耐震化 を も

合わ せ て進め る こ とは簡単 で は な い 。主 た る 理 由は，経

済的な理 由の他，人損へ の 影 響 が少 な い 対象 に 取 り組 む

動機付け が難 しい 上 に，既存宅地 の 耐震化 は，新設 の宅

地 に 施工 出来る対策 に比較 して 技術的に も格段 に 困難 に

な る こ とは 想像 に 難 くな い 。い ずれ に して も，既存宅地

の 耐 震化を 進 め る た め に は，ま ず，現 在 の耐 震性 の評価

（耐 震診断） と そ の 結果 に も基 づ い た 耐 震補強方法の 提

示 と補強後 の精度の あ る検証 が必 要 で あ る。

表一1　 液状化地 盤 に対 す る耐 震化 を進め に くい 要因

1 ） 液 状化 に よる 人的被害の リス ク はか な り小 さい 。
2）危 険 性 に よる 避難 を伴 うこ とが少ない ．
3 ）各宅 地 の 液 状 化 対 策は 個別 的に行 い 得 るの で ，一体 と して 取 り

　 組 む よ うな 制 度と馴 染み 難い 〔補助金等の 制度は 可 能）。
4） 安 全性 を損 な っ て コ ミュニ テ ィ を破壊す る よ うな 事 態 を生 じ難

　 い 。
5）建築構造部に よ る対策 が可 能 で あ る．
6 ）既 存宅地 へ

の 地盤 対策 は，建 築 物 で の 対 策に 比 べ て 割高で あ る。
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4． 宅地 の 耐震診断と耐震補強

　4．1 耐震診断

　既 存宅 地 の 耐震化 を進 め る に は，宅地 の 現有 す る 耐 震

性能 に つ い て の 評価 （宅地 耐 震診断）を行 わ な け れ ば な

らな い
。

こ れ は，多 くの 構造物 で行 わ れ て い る よ うに ，

そ の 後 の 耐震補強の 方法を決める上 で も基本的な事項 で

ある 。 しか し，宅地地盤 に つ い て は，そ の 診断方法 を含

めて ，関連する事項 に つ い て の 提案 は行 わ れ て い な い の

で ，今後，そ の方法 や診 断 基 準 に つ い て の 整 備 が行 わ れ

て い く必 要 が あ る。

　建築物 に 関 して は，構造種別 ご とに その特徴 に応 じて

耐震診断や耐震補強 に 関す る詳細 な基準 が定 め られ て い

る が，地 盤 が脆弱 で あ っ て も杭基 礎 な どの 基礎構造物 に

頼る な ど，地 盤 そ の もの に つ い て の要求性 能 が無 い か あ

る い は暖昧 な状況 で あ る。震 災後 に行 わ れ て い る復 興 事

業 に つ い て も，本来 は，こ れ らの 技術 基 準 な どが整備さ

れ て い る こ と が 不 可 欠 で あ る が，現実に は ， 単なる 原状

復 旧 （被災前 の 性 能）が行 わ れ る こ と も多い。こ れ らの

基 準 は宅地 の 形態 ご とに決め られ な け れ ばな らな い が，

大まかに上述 した耐震補強 が必 要 で あ る と考 え られ る 谷

埋 め盛 土 ，腹 付 け盛 土 ，低地 の 埋 土 に つ い て ，表
一 2 に

示 す よ うな 内容 が考 え られ る。し か し，住 宅 の よ うな軽

微 な建築物 （直接基礎 を採用 す る場 合 が 多 い ）で は ， 地

盤 の耐震性能 が建築物 の耐 震性 に大 きな影 響 を与 え る場

合 が 高 く，4 号建築物 へ の 簡素 化 さ れ た 規制 の 中で ，地

盤 で の対策が不 十 分 な現 状 に は何 らか の 対応 が 必 要 な状

況 が生 じて い る 。 本来 は地 盤 と合 わ せ た 議 論 が必 要 で あ

りま た合理 的 で もある が ，残 念 な が ら社 会的 に コ ソ セ ソ

サ ス を得 た 規定 を 設 け る こ とが で き る機運 に は無 い。

　4．2 耐震補強

　既存宅地 の耐 震性 の評 価 や 適切 な耐震補強を行う場 合，

対象 とする地震動 レ ベ ル が決 め られ て い な け ればな らな

い。例 え ば，谷 埋 め 盛 土 な ど を対象 と した宅 地 耐 震 化 事

業 で は，解析方法で ある 震度法 に依存 し た外 力 とし て ，

基 準 とな る 水平震度O．25を基 に した設計震度が 決め られ

て い る の で ，耐 震補強 は不 足 す る滑動抵抗力の 付加 な ど

の 補強方法 を施工 した 状態で の 耐震性の 検証が 可 能で あ

る。ま た，低地 に お け る液状化対策で は，補強対策後の

推定沈下 量 をあ る値 以 下 にす るな どの 提案や 住宅の 地 盤

表一2　耐震診断 の内容 など検証項 目の 概要

1 ） 谷埋め盛 土／腹付 け盛 土 ；宅地耐震化 事業 に お け る造成宅 地

　 防災 区域 指 定 に 向け た一連 の 作業 を参照 ：盛 土の 抽出
一危険

　 宅地 の 選 定一地 震 時 の 滑 動 検証 （基準 と なる水平震度 025 ）

　 な どの 他 各宅地 で の 擁壁，法面な どの 耐震性の 検証。
2） 低地 の埋 土 ；上 記 の 事 業 と同 じ よ うに 埋 土宅地の 抽 出一1 次

　 判定 に よ る絞 り込 み （Fl値 ，　 Pl 値な ど）
一

基礎仕様 との 関係。
　 ＊直接 基礎 ； 液状化層，非 液状化層との 関係，想定され る沈

　 下量 ，液状化 時の 支持力の 判 定な ど，対象 とす る地震荷重 。
　 ＊ 杭や 柱状改良 ；補強 の 長 さ，液状化 の 発 生位 置，支持層 の

　 位置 な ど。
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支持 力 を確保 す る案 な どが ある が ， 地震動 の 大きさを ど

の 程 度 の レベ ル に 設 定 す る か な どは一
様 な判断が難 しい

状況 で ある。

　既 存 宅地 の耐 震 補 強 で は，対 策 が必 要 な地 盤 の 位 置 に

住宅 や イ ン フ ラ設備 が既 に 存在 して い るため，それらを

撤去せずに行 う施工 方法が限定的に な らざ る を得な い こ

と，連続 した地 盤 に
一

定の耐震性能を担保 さ せ よ うとす

る と，存在 す る 宅地 ，住宅，公的施設
・
設備な ど を所有

す る 権利関係の 調整 が 簡単で は な く，広い 範囲 で の地 盤

対策 が 行い 難い こ と な ど が あ る。

　既存宅地 で は，造成 時に 施工 す る こ とが 出来 る地盤補

強材 の 敷設 や砂 の 締固め な どの耐震対策が，施工 上の 障

害や既存構造物 へ の悪影響の た め ほ とん ど利用 出来な い

の で，丘 陵地 で の 盛 土 で は，地滑 り防止 杭や 矢板 に よ る

抑 止 ，空 地 で の ネ イ リ ン グ な ど の地 盤補強，弱層へ の 固

化 に よる 地 盤改良，住宅地 で の地 盤沈下 が 問題 とな らな

ければ地 下水位低下 工 法な どの 利 用 が 検討 され て い る 1）。

ま た，震災か らの 公費に よ る復興事業 と して 検討されて

い る低 地 の 液状化対策 で は，道路を含めた
一

体対策 と し

て ，沈下が 問題 とな らな い 範 囲 で の 地 下 水 位 低 下工 法，

ま とま っ た 区 画単 位 で の 格子状地 盤改良工 法に よる地 盤

補強 が提案されて い る。

　
一

方，個別の 宅地 で の 液状化対策と して は ， 機械的な

締固め工 法，グラ ウ ト等 に よる締固め工 法，固化 に よる

非液状化地 盤 の 構築，礫 や 人工 透水材 に よ る排 水 に よる

間隙水 圧 の 消散 工 法 ，木杭，礫杭 やモ ル タル 杭 に よる締

固 め と荷 重 の 支持ある い は 軽量 材 を使用 した 浮 き基礎等

の 他，一
般的な基礎杭，柱状改良な どの 工 法 が提案され

て い る2）・3）が，単 に沈 下 修正 工 法 で あ っ た り，工 事費用

が高額 で あ る な ど ， ま た ， 論理的 に は可能 で あ る が，開

発段 階 で の 技術提案 に 留ま っ て い る工 法 もあ り，補強効

果 の 確認 方法 や 実証的 な検証 が不 十 分 で あ る工 法 が少 な

くな い 。ま た，地 盤対策 を前 提 とせ ず，住 宅 へ の 事前 の

沈下修正 機構 の付与や 保険 に よ る物損 へ の備 え な ども広

義 に は 液状化 対 策の 選択肢 と して 考 え られ る。耐 震補強

に つ い て は ， 補強方法 の妥当性や 工 事後の結果責任 な ど

を考 え る と明示的 に 補強効果 を示 す こ とが望 ま し く，こ

の 点 に 関す る 検討は 今後 さ らに進め ら れ る必 要 があ る。

5． 耐震化事業 の 展開 と法制度など今後の展開

　宅地 の 耐震化な ど宅 地 の 技術的な 問題 を考 え る には，

宅地 が 供給され る仕組 み に つ い て理解 して お くこ とが 大

切で あ る 。 宅地は ， 丘 陵地や平地 にお け る素地 の 区画 形

質の変更の 他，海 の埋立て や廃棄物 に よ る盛 土 で あ っ た

りす る な ど，造成の 過 程 に よ っ て は管 理 す る 仕組 み や 技

術基準な どが 異 な っ て い るが，最終的 に は 同じ宅地 と し

て 消費者 に供 給 され る、しか し，当初 か ら住宅地 と し て

の 土 地 利用 計画 が な け れ ば ， 住宅地 と して耐震性能 を担

保 させ る こ と も期待出来 ず ，

一
部 の公的に供給 され た 宅

地 を除 け ば ， こ れ まで，住宅地 の耐震性 を担保 す るた め

の 十 分 な仕組みが整 っ て い な い
。 理 由 は，耐震化技術 が

未発達 で ある とか不 足 して い る とい う よ り も，耐震性 を
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確保 す るた め の法制度な どの 仕組 み や そ の 仕組 み を実現

す る社会 的 コ ン セ ン サ ス が不 十分 で あ る こ とが一
義的 に

大 きい 。

　宅地造成等規制法 で は ，平成 18年度 か ら丘陵地 に お

け る既存 の 盛 土 造 成 地 を含 め て耐 震化 を進 め て お り，そ

の た めの補助金 制度 が創設 さ れ て い る。
こ れ ま で，宅 地

の 耐 震化 を求め る声は以前からあ っ た が ほ とん ど実施 さ

れ ず ，民 間 が主 体的 に行 う事業 に おい て は ， 耐震性 の 規

定 が法的 に設 け られ て い る こ とは極めて重要 で あ り，既

存宅地の 耐震化事業 は大 きな推進役 と して期待される。

こ の 事業で は，宅地 の 耐震化 が必 要 で あ る と判断 さ れた

宅地 を 「造成 宅 地 防 災区 域」 と して 指定 し，具体的 な耐

震化対策事業が 国 ， 自治体の 補助 を受 け て民間 と の協同

で 展開 され るが，大 きな問題 と して 対象区域 に よっ て は

対象盛 土 の 絞 り込 み が簡単 で はない こ と，絞 り込 み か ら

防災区域の 指定 の 順序付 け，具 体的な対策工 事の 実施 に

向 けて ，住民 との 協議，具 体 案 を作 る過程 に お け る 対象

宅 地 と費用 負担の 決定 方法，民 地 と公 有地 が共 存 した 状

態で の 対策工 事の 設計，施工 の 具体化，対策工事の メン

テ ナ ン ス と責任や費用負担 の 在 り方など多くの 課題を解

消 しな ければな らない。特 に，事業 の実施 に公的な補助

が 行わ れ て い て も民 間 負担 が 伴 う事業の 展開 に は ，慎重

な 運営 と精緻 な議論 が欠 かせ な い。

　低地 に おける宅地 の 液状化現象に つ い て は，対策 を進

め る柱 となる仕組みは ほ とん ど無 く，ま た ，全 国的 な対

象面積の 広 さ を考 え る と今後 の 展開を考 え る上 で も
一

層

そ の 対応 が難 しい こ とが考 え られ る。 現在 ， 各地 の液状

化 に よる被災地 で 計画 さ れ て い る震災復興 に よる対策 で

は ， 公的 な イ ン フ ラ設備 へ の 対策 に 合 わ せ て個 人 所 有 の

宅地 へ の 効果的 で
一

体的 な 対策 を模索 す る試 み が行 わ れ

て い る。 国庫負担 を伴 う同様な手法 に よ る液状化 対 策 の

推進 の可能性 は，これ か らの 国の 防災に 係 る施策に依存

して い る。一
方，液状 化 に よ る住宅の沈下 や不 同沈下 に

よ る障害 へ の対応策 は，必 ず し も地 盤 へ の対策 だ け とは

限 らな い 。特 に，被害 が 人命 の 損失 に 及 ぶ リス クが非常

に少な く経済的な 損失 に留ま っ て い る範 囲 で は，建築 物

で の復 旧対応 や経済的な 損害 を地 震保険な どで 補 償 す る

対 応 も費用対効果を考慮 した上 で の選択肢 として あ り得

る。た だ し，こ の よ うな方 法 は，建築物 の建 て 替 え に 合

わ せ て繰 り返 して 対応す る こ とが 必要なの で ，根本的な

対 応 を 図 るに は，地盤 へ の 対応 が 望 ま しい 。しか し， 提

案 され て い る液 状 化 対策工 法は，一
般的な 基礎工 事費 に

比 較す る とか な り高額 な費用 にな っ て い る こ とな ど もあ

り，低価格の 対策 工 法の 開発 を期 待 した い 。一
方，液状

化 現象の よ うに地盤が 不 安定 にな る場 合 に も，住宅 を建

設 す る段階で 十分 な規制が設 け られ て い な い 現状は ， 必

ず し も国 民が 承知 して い な い こ とも事実で あ り，将来は ，

住 宅 で の 健 全性 （主 に 構造物の 物損の 抑制）の 確保をも

求め る か ど うか は 今 後の 議論 に 待た ね ば な らな い 。し か

し，住生活基本法 （平成 18年）の 制定以後，耐震化 を

含 め て よ り高度な 住宅品質の 向上 の 促進 あ る い は 長期 に

わ た り住 宅 を使 い 続 け る こ とな ど を 国の 施 策 とし て 推進
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して い る こ と もあ り，こ れ らの 住 宅 に対 して は，基 本 的

に 支持地 盤 の 液状化 な どに よ る不 安定 化 を避 け る よ うな

方向性 が大切 で あ り，耐震性 を啓蒙 す る何 らか の イン セ

ン テ ィ ブを与 え る社会的仕組 み が欠かせない 。

　例 え ば，液状化 の 危険性 が あ る地 盤 を避 け て宅地を選

定 す る こ とが 出来 る よ うに 不 動産の 取引時 に 宅地 の 性能

を 明示 す る な どの 提案 が 実現 され れ ば，必 要 な対策 も行

われ ，ま た，こ れ らの宅 地 を 避 け る こ と も可 能 とな ろ う。

しか し，こ れ らの 情報 の精度や 取得方法ある い は提供の

方法 ， 費用負担の 在 り方 と情報提供の 責任の 所在な ど，

社会制度 と して 成立 す る ため の 様 々 な検討 と仕組み を検

討 しな けれ ば な らな い と同時 に，地 価へ の 影響や 制度 に

伴 う国民 負担 な どは 避 け られ な い の で ，そ れ に 伴う社会

的な 変化は享受 しなければ な らな い
。 今後の 動向 に注 視

した い。

　建築物の 耐 震化 に お い て も，公的建築物の 耐 震化 は 公

費 に よっ て あ る程度進み つ つ あ るが ， 民間建築物の 耐 震

化は 非常 に 遅 れ て い る事実があ る。大 きな 原因は，費用

対効果 を考 え る中で ，次 の 建て 替 え時期 との 関係な ど経

済的配慮を優先す る選択肢が あ る こ との 影 響 が 大 きい 。

今年 ， 病院や 学校，大 きな 商業施設な どへ の 耐震診断が

義務化され る方向性 が打ち 出 され，同時 に，耐震診断 ，

耐震補強へ の 公的負担率の 引き上 げ も検討 されて お り，

こ の よ うな 仕組み が 宅地の 耐震化 に も拡大 され る こ とを

期 待 した い 。

6．　 ま　と　め

　住 宅 を建設す るための宅地 は ， 軽微 な住 宅の 基礎を考

え れ ば，宅 地 地 盤が地 盤変状な どへ の 抵抗 を十 分 有 した

品質 を確保 す る ため に，造成宅地時 で あれば 必 要 な 地 盤

の 耐震化 が行 わ れて い る こ と が 望 ま し い。しか し，地 盤

の 耐震性 の 欠 如 が こ れ ま で看過 され て きた 既存宅 地 の 耐

震化 に つ い て は ， 耐震性 能 の評 価，対策方法 の 選 定 ，効

果 の把握，経済的な負担 な ど多 くの 問題を解決 しな け れ

ば な らな い。住宅 に と っ て 宅地 地 盤 は建物 を支 え る重要

な要素 で は あ るが，杭基礎な どで 不 十 分 な宅 地 の性能 を

補 う形 で 実務 で の 対 応 も大過な く行 わ れ て きて い る。ま

た，液状化 に よ る被害 へ の 対 応 は，地 盤 へ の 直接的 な対

策 の 他，基 礎構造 で の 対 応 や被 災 後 の 復 旧 に 合 わせ て 損

害保険で経済的な損失を補填 す る方法 も可 能 で あ る こ と

か ら，費用対効果も加味 して 多 くの選択肢 が あ り得 る。

ま ず は，適切な段 階 で 必要な情報 を 消費者 に与え，消費

者 自ら が 自主 的に 宅地 災害へ の備 え を選択 で き る よ うに

社 会的環境 を整備 して 行 く努力が必 要 で あ る。
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