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土構造物の景観設計

6． 道路の景観 （そ の 1）
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6．1 道路景観の特徴

　中村良夫が 「景観 とは 人 間 を と りま く環境 の 眺め に ほ

か な ら な い 」 と述 べ て い る （本 誌 8 月 号参 照 ） よ うに ，

景観 は 人間の 眺 め る 視点 と眺め られ る対象 か ら成 立 っ て

い る。

　道路景観の と らえ方と して は，シ
ー

ン 景観 とシ
ーク エ

ソ ス 景観，場 の景観，変遷景観 が あ る。

　固定 さ れ た 視点 か ら一
幅の 絵 を 見 る よ うに とら え る の

が 「シ
ー

ソ 景観」 で あ り，視点を移動させながら次 々 に

移 り変 わ る映画 の ス ク リー
ン を見 る よ うに と らえ る の が

「シ
ー

ク エ ン ス 景観 」 で あ る。そうした 個別の 景観 の 幾

つ か の 景 観 的 特 徴 を
一

定 の 空 間 範 囲 に お い て 総 体 と して

と ら え る の が 「場 の 景観」 で ある し，個 々 の 景観の 変貌

を長い 時間経過の な かで と らえ るの が 「変遷景観」 であ る。

　 こ うして 眺める人間に と らえ られ る良好な景観 が本来

の 道路 の 姿で あ る 。

　6．1．1 シ
ー

クエ ン ス 景観

　道路 に 想定 さ れ る視点の特徴 は高速で 移動 す る こ とで

あ る。一
般 の 道路 や 高速道路 の 休憩施設 で は 静止 した視

点もあ る が，自動車走行 に よ っ て得 られ るシ
ー

ク エ ン ス

景観 が 主 体を な す。

　景観設計で は，走行速度 を念頭 に お き，シーク エ ソ ス

景観 を沿道地域 の 特性に 依拠 す る 区間特性 と して ダ イ ナ

ミ ッ ク に 展開 さ せ る こ とが重要 で あ る。そ して，速度に

よ っ て 空間が 短縮 さ れ る とこ ろ か ら印象が強め られ る場

の 景観 を 路線特性 と して 基調 に お き，シ
ー

ク エ ン ス 景観

と場 の 景観を 強調 す るシ
ー

ン 景観 を 象徴的 に用意 す る必

要があ る。なお，公共空間 で ある 道路 に は持続性が求め

られ，変遷景観 と して も評価さ れ る もの と して お か な く

て は な らない 。

　6．1．2　内部 景観 と外 部 景 観

　 シ
ー

ク エ ン ス景観として とらえ られ る場合 の道路景観

は，道路上 に視点が あ る沿 道 の 眺め を い うが，同 時 に，

道路外 の 視点 か ら道路が 眺められ る こ とも道路景観 とい

う。道 路 上 に視 点 の あ る景観 を 内部景観 とい い ，道路 を

外 か ら眺 め た 場合の 景観 を外部景観 と呼 ぶ。

　道路 に 限 る こ とな く，視点 と対象 の 関係 は 相互 的で あ

るが ， 道路で は そ れ が 特 に顕著で ，道路 を視点場 （視点
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の 置か れ る 周辺 空 間） と し て ，同 時 に ま た ，対象な い し

対象場 （対象 の 周辺空間）と して 考 え て お か な け れば な

らな い 。

　内部景観 と し て は 良好 な地 域景観 の 活用 が 重要 で あ る。

ま た，地 域 に期待 す る ば か りで な く，道路の 線形，構造

物 ， 植栽等 に よ っ て も良好 な 内部景観 は 得 られ ，そ う し

た意味 で の 景観 向一ヒを心掛 け る必要がある。

　外部景観 と し て の 道路 は，付近の 他 の 道路や 鉄道 か ら

シーク エ ン ス 景観 と し て と ら え ら れ る こ と もある が，一

般的 に は沿道住民 な どか らシー
ン 景観 として と らえ られ

る場合が多い 。その ため，それぞれ の場 に おい て 景観的

に 破綻の な い も の と して お く必 要 が あ る。

　6．1．3　道路景観の 本来 の 姿

　道 路 は道 路 独 自で 存在 す る もの で は な く，地 形 を基 盤

とす る 自然 と人為 の 交錯した 土地利用 の 空間 の 中 に置 か

れ，歴 史 の 中 で培わ れ て き た 地 域 の空間秩序 を根源的に

撹乱 す る こ とな く，空間秩序 が も た らす 風景 の 構 成要 素

とな り き らね ば な らな い 。

　そ の た め に 道路 は，ま ず，地 形 の 多様で 複雑 な ひ だ の

な か に美 し く納 ま らな くて は な らな い 。地 域 の空間秩序

と調和 して ，流 れ る よ うな線形が 展開す るの が道路景観

の 本来 の 姿 で あ る。

　 こ れ らの 問題意識は 特 に 高速 道 路 に お い て よ り
一

層 求

め られ る が，近代工 学 と して の 道路景観 が認識 され た の

は ， 日 本 で は 名神
・
東名高速道路 の 建設 に お い て で あ る 。

当時 は，ヨ
ー

ロ ッ パ や ア メ リカの 研究成果
1）・2）に 呼応 し

て ，美 し い 線形 の 追求 が景観テ
ーマ の 主 要 な もの の

・
つ

で あ っ た が，現在で は既 に 幾何構造 の 設計技術 として 普

遍化 され て い るた め ，こ こ で の 言 及 は 割愛す る 。

　良好なシ
ー

ソ 景観 を伴 うシ
ー

ク エ ソ ス 景観 が，外部景

観を含め て 内部景観 と して 検討 さ れ，一
定 の特微をもつ

場 の 景観 が 印象づ け られ，変遷景観 と して も評価 され て

は じめ て，良好な 道路景観が得られ る 。

6．2 道路における景観設計

　道路 は 地 形 に依拠す る線状 の 空間 で あ り，地形 に 完全

に 沿 え ぱ 景観的 な 問題は 生 じな い
。 し か し，道路 を走行

機能 的 に快 適 な もの と す る た め に は，緩や か で 滑 らか な

線形 の 展開 が求 め られ ， 地 形 とは乖 （か い ）離す る 。 そ

れ を 埋 め る た めに 切土，盛土が生 じ，さらに は トン ネル ，

橋梁
・
高架が 必 要 とな る。そ の 結果，地域 の 景観が乱さ
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れ る こ とは 確実 で ，そ の 景観 を，道路 に と っ て も地 域 に

と っ て も，良好 な もの とす るた め に 景観設 計 とい う概念

が 必 要 とな り， 知恵を 働 かせ る こ とが 求め られる。

　 6．2，1 地形 に 順応 した 道路

　景観設計の 原 則 は，地 域の 景観 を重 ん じ る と こ ろ に あ

り，その た め に は 地形秩序の 保 全 が 求 め られ る 。

　（P　線形 設 計 と道路構造の 選択

　地形秩序 を 保全 し，地形 に 道路 を順応させ るに は，ま

ず，大 きな 切盛土 法面 の 発生 を避 け，地 形 の 改変を最低

限 に 抑 え る 必 要 が あ る 。そ の た め に 地 形 を 見極 め た 道路

線形 とす る こ とが 重要 で あ る 。 そ の 時 い た ず らに 山麓

の 細 か い 谷地形な ど に 注 目するの で はなく，大局的な地

形を把握 して，平面，縦断面の バ ラ ン ス が とれ た 滑 ら か

な線形 を引 くこ と が景観設計 と して 求 め られ る。

　 た だ ，複雑 で 急峻 な地 形 立 地 で は 線形 での 対 応 に 限 度

が あ り， ど う して も大 きな 切盛土 の 法面 が発生す る。上

下線 の 高低分離や ラ ウ ン デ ィ ン グに よ っ て 地 形 に 順 応 さ

せ る仕方 も ある 。 し か し，地 形 改変 を抜本的 に 縮小す る

写真
一6．1 地 形 に 沿った線形設 計 に よる地形 秩序 の 保全

　 　 　 　 　 （伊豆 ス カ イラ イソ ）

写 真
一6．2 地形 改変 を抑 え るた め に採 用 された 高架 構造

　 　 　 　 　 （山形 自動車道 ）
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写真
一6．3　谷筋 に 展開 す る

一
連 の 地域 景観 を保 全 した 高

　 　 　 　 　 架構造 （千葉東 金道路 ・
二 期）

図一6．1 上下線の 高低分離 と ラ ウ ン デ ィ ン グ

に は道路構造 に よ る 対応 が必 要 で ，切土 を トン ネ ル ，シ

ェ ッ ドや擁壁 で 代替 した り，盛土 を高架，桟道 で 代替 し

た りす る こ とを考 えな くて は な ら ない
。

　 こ うした対応は
一

般的 に 山間地形 で 効果的 で あ る が，

そ れ 以外 で も，例 えば ，奥の 深 い 谷地 形 を道路 が 盛 土 で

横断す る と，地 域景観 が 窮屈 に 遮断 さ れ る ば か りで な く，

地 域 の コ ミ ュ ニ テ ィ
ー

の 崩壊 を招 く恐 れ もあ り ， そ うし

た地 域 に お け る 高架構造の 採用も効果を発揮す る。

　  　広 が りの あ る 空間を ど うす る か

　 イン タ
ーチ ェ ン ジや 休 憩 施設 は面 的 な 広 が り を必 要 と

する た め，立地 す る地形 との折 合い が難しく，大規模な

造成 を 伴 う場 合が 多い 。しか し，広 大 な 空 間 を 占め る か

ら こ そ，地 形 秩序の 保全 が 必 要で あ る し，地形 に順応す

る空 間 とし て の 整備が 求 め られ る。

　 そ の た め に ，地 形 秩序 を あ ま り乱 さな い で す む よ うな

場所 に イソ タ
ー

チ ェ ン ジや休憩施設 の 位置選定を心 掛け

る 必 要が あ る 。 ま た，地 形 を詳細 に 読み ， 地 形 の 直接的

な活用を図る こ と も重要 で あ る。わずか な配慮 に よ っ て ，

イン ターチ ェ ン ジ の な か に 既 存 林 が 残 され て 高 い 指 標 効

果 を 発揮 す る し，地形 を活用 し た休憩施設 で は，地域景

観 を 乱 す こ とな く，ま た，地 域 との 連繋が 図 られ る よ う

に なる。

　6，2．2　地域環境 の保全 と地域景観 と の 調和

　 地 域の 自然環境 と生 活環境 を し っ か り保全す る こ とが，

道路に お け る景観整備 の 前提 とな る 。

　そ し て ， 地域景観 を構成 す る一
要素 とな る 道路 は ， 地

域景観 との 調和が重要 にな る。地形，植生 な どの 自然 と，

そ の 基盤上 に 展開 す る人為 の 景観要素の す べ て が 復合 さ

写 真一6．4 地 形 をほ とん ど改変 す る こ とな く活用 した 休

　 　 　 　 　 憩施設 （東名高速道路 ・
浜 名湖 SA ＞

土 と 基礎，50− 1 （S28）
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れ た 地域景観 の なか に ，道路 は 埋 没 す る よ う に融 和 し な

け れ ばな らな い （口 絵 写 真一t7参 照 ）。

　（1） 線形移行 と高低分離

　道路 は，根本的 に，市 街地 を避 け ，自然地 を避 け た 路

線選定 に よ っ て 大局的 な地域環境の 保全を図 り，線形設

計 の 段階 で ，縦横断的な 移 動 に よ っ た り，上 下 線 を 高低

分 離 した り して そ の 場 所 に 応 じた 地 域 環境の 保全 を 図 る。

その 結果，地域環境が保全 さ れ，道路 が 破綻 を きた さず

地 域景観 に馴染む こ と にな る 。 こ れ が 景観設計の
一

つ の

目標 で あ る。

　（2）　堀 害Uと築 堤

　住 宅 地 を堀割 で 通す こ と も，環境保全上 有効な 手 段 で

あ り，同 時 に地 域景観の保 全 も 図 られ る 。 築堤 もま た有

効 な 手段 で ある 。 た だ ， 地形的な納 まりが重要で あ り，
一

般的 に局部的，部分的な対応 で は 不 自然 な もの とな る

こ とが 多 い
。

　（3） 高架 と トン ネ ル

　地 形の厳し い 山 間部 に あ っ て は 大 きな盛土や切土の 造

成 に よ る直接的な自然 の 改変が大 き く，間接的に 地 下 水

の 移動や ，微気象の 変化 な ど も引 き起 こ さ れ，生態系の

撹乱 が 確実 に 生 じる。そ うした 影響が 問題 とな る地 域 で

は，土構造に替えて 高架や トン ネル 構造の 採用が有効 と

な る 。 同時に，こ の よ うな 場所で は 土 構造 に よ る地形改

変 が 地域景観 に 与 え る影響 も大きく，高架や トソ ネル 構

造 の 採 用 が効果的 とな る 。

写 真一6．5　 自然環 麗の 保 全 の た め に 当初 案の 高い 切盛 土

　　　　　を トン ネ ル と橋梁で 代替 （日光宇 都宮道路 ）

　  　法面 を ど うす る か

　地 域 の 環境 と景観の 保全 の た め に 土 構 造 を 部 分的 に 構

造物 に 替 え る対応の 有効性 をあげた が，原則的 に は地 形

に馴染ませ て造成 され た盛土 ，切土 に よ っ て 地 域 の 環境

も景観 も保全 さ れ る。なぜ なら，土構造 の 法面は植生 の

侵入 に よ っ て 自然 に 返 る こ とが で き る か らで あ る 。

　従 来 の 法 面 で は，表面 の エ ロ ージ ョ ン を 防 ぐた め に 外

来牧草 の 播種 に よ る早期緑化 を実現 して きて い る 。 日本

の 気候 風 土 で は，逐 次 ， 自生種 が侵 入 し て 将来的 に 樹林

に 移行する。自然 の 多様性が重視され，地球の 温暖化 に

対 処 し て CO2 削 減 が い わ れ る よ う に な り，外来種 に よ

る緑化 は 遷移 の 途中相 と して 位置 づ け ら れ，自然へ の 回

帰が 法面 緑化 の 目標 とな っ て き て い る 。

　豊 か な 自然環境 が 保全されて い る立地 で は，自生種 の
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種 子 を 採 取 し，発 芽，育 成 させ，法 面 に 戻す 工 法 が行 わ

れ る よ う に な っ て きて い る し，木本種 を 含め た 地 域 に 自

生 す る郷土 種 の種 子 の 混播は 広 く行わ れ て い る 。 当然，

外来牧草 に よ る植生工 も ， 自生種 の 侵 入 を促すように，

疎生状態で 安定させ る こ とが求め られ て きて い る。

　 ま た，盛 土 に お い て は苗木 を 主 と し た樹林化が 標準的

な仕様 とな っ て き て い る
。 も っ と も，樹林化は 地 域の 環

箋保 全 に重点 が あ り ， 外部景観的 に 有効 で あ るが ，内部

景観的に は 眺望を阻害す る おそれがあ る た め，留意が 必

要 とな る。

　 6．2．3 地域景観の 活用

　シ
ー

ク エ ン ス 景観 の 項で 述 べ た が ， 地 域 を 眺望す る こ

とは 内部景観的 に 極めて 大 きな意味をもつ 。道路走行 に

当たっ て 大 きな 興味 を そ そ る と こ ろ で あ る。そ の た め，

地 域 を代表す る 景観対象 を積極的 に 内部景観 に 取込 む 必

要 が ある 。

　好 ま しい 景観対象が 路線選定 に よ っ て 内部景観に組込

まれ，線形設計な どで効果的な眺望活用 が 図 られ る こ と

に な る 。 そ う した 代表的な も の と し て ，道路 の 正 面に 著

名 な 山岳景観 を と らえ る，古来 か らの 手 法 で もあ る 「山

当 て」 が ある 。 広大 な 眺望 を俯瞰 す る よ うに したり，高

さが強調され る ように 凹 地 形 の先 に 山 岳 を と らえ る仕方

や，植栽 に よ っ て 前景を つ く り，眺望 を強調 す る やり方

も効果的 で あ る。そ う した 時，沿道地 域 か らの 眺 望 を損

な わ な い よ うに 外 部 景 観 的 な 配 慮 を しな け れ ば な らない

こ とは い うまで もな い。

　当然，そ うした景観対象を 道路 に 直接取込 む こ と も効

果的で あ る。至 近の 景観対象 は身近な もの として 感 じ ら

れ，時 に は迫 力 を も っ た もの とな る か らで あ る。効果的

写真一6．6　道 路 の 真 っ 正 面 で と ら え た 大 山の 眺望 （東名

　 　 　 　 　高速 道路
・
厚 木 IC）

写 真一6，7 凹地 形 を 介 して 高 さが 強 調 され た八 ヶ 岳 の 山

　 　 　 　 　岳景観 を とらえ た道 路 （中央 自動車道 ）
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な 景観対象と し て樹林や 独 立 木 な どが あ るが ， 線形 を現

況地盤 に 近づ け ，中央分離帯や路傍 に 用地を確保 して景

観対象を取込む 工 夫が望 ま れ る （ロ 絵写真
一18参照）。

　6．2．4 地域景観の 創造

　道路景観の 整備 は地 域景観 の 活用 が 主 体を な す が，地

域景観 の 向上 が 図 られ る条件 を 満 た す 整備で あれば，道

路景観が地域景観を リ
ー

ドす る こ と も考え られ る 。

　橋梁が地 域 景観の主 役 を な す こ とは枚挙 にい と ま が な

い し，美 しい 道路 の 線形 は 地 域景観 を 引締 め る。イ ン

ターチ ェ ソ ジ な ど の 豊 か な 緑 が 地 域 の 核 と して 機能す る

こ と も多 々 あ る。「杜 の都 ・仙台」 の 「杜」 は街路の 並

木 を 指 して い る こ と は よ く知 ら れ て い る と こ ろ で あ る

（ロ 絵写真
一19参照）。　　　　　　　　　 （松崎　喬）

6．3 構造物の デザイン

　 道路土工 の 景観を語 る に は，単 に切土 ・盛 土 法面 な ど

の 土構造物だ け で な く， そ れ に 隣 り合 う橋梁 ， 覆道，ト

ソ ネル ，カ ル バ ー
ト，擁壁な どの 景観デザ イン に つ い て

も言 及 し な け れ ば な らな い
。 しか も，こ れ らは 土 構造物

よ りは 相当に 目立 ち ，風景の 主 役 に なる こ とす らあ る。

そ こ で，こ こ で は ま ず構造物の デザ イ ソ の 原則 に 触れ ，

次 に構造物 とその 周辺土 工 部 との 納まりに つ い て 計画 の

要点を 述べ る こ と に し た い
。

　 6．3．1 構造物の 形を決 め る 論理

　構造を 造形 の 出 発点 と し，構造の 形 そ の もの に 美的表

現力を 持た せ よ う とい う立 場 に立 脚 す る デザイン を構造

デザイ ン （s亡ructural 　design） とい う3）。構造 デザ イ ン

の 基 本は ， あ くま で も機能的
・
構造的必 然 を重んじ，過

度な装飾を 避 け，シ ン プル で わ か りや す い 形 を表現す る

こ とで あ る 。 そ の 根底 に は 「機能的な もの は 美しい 」 と

して 機能 の 合理 性 を追及 す るモ ダニ ズ ム 思想が あ り，通

常そ の 形態 は 力の 流れがダイナ ミ ッ ク に 感 じ られ ，透 明

感 （シ ン プル で純粋な イ メージ）と緊張感 とを 伴う意 匠

表 現 に な る こ とが 多 い。

　形を 決め る論理 に は ， ほ か に も空間デザイン ，環境デ

ザ イン ，景観デ ザ イン などの 設計思想 が あ る 。 し か し厳

しい 自然条件 に対抗す る構造シ ス テ ム そ の もの が 設計 の

主 た る 目的 と な る 土 木施設 で は，構造 デザ イ ン が 設 計の

重 要 な柱 とな っ て い る 。 橋は 自重 と活荷重を支持す る た

め の 姿 か た ち に ， トン ネル は全周から土圧 を受 け，覆道

は 片側 か ら偏載す る 土 圧 を受け な が ら車両 を通行 させ る

形 にな っ て い るわ け で あ る。

　 こ れ らは 地 上 に現 れ る部 分 が 多 い た め に美的価値 を獲

得し な け れ ば な らな い 宿命 が あ る の だ が，そ れ が 現実の

場 に 存在 した ときに 本当 に 美 しい か否 か，つ ま り ， 風景

を構成す る要 素と して の バ ラ ン ス が適切 か どうかをあら

か じめ 確認 して おか な け れ ばな らな い。い う ま で もな く，

よ い 形 よ り，よい 風 景 が 優先 す る か らで あ る。

　6．3．2 構造物 の デザイ ンの 要点

　自然環境地域 に お け る道路は，た だ一
条の 路面 が 緑豊

か な 自然 に包 み 込 ま れ，吸 い 込まれ て い くとい う姿が ふ

さ わ し い 。そ れ は，人工 物 の 印 象 を い か に 減 らせ る か に

34

かか っ て い る。つ ま り，

　  構造物の露出 を 抑 え る こ と，

　  地形改変部 が 時間 の 経過 に伴 っ て 周 囲 と調和 す る

　 　 よ うに 工 夫 す る こ と，

　  構造物 ま わ りの 緑化 を 丁寧に行 う こ と，

　  伐採 した 自然林 の 林縁部を t分 に 手当て する こ と

な どが 肝要 で あ る。   は，例 え ば擁壁 の端部 を盛 り こ ぼ

すなどして 境界部をぼ か し，植栽 を施 す こ とに よ っ て 達

成 され る。また ，  は 林 に 風 が 吹 き込 ま ぬ よ う裾 に マ ン

ト植栽 を 施す こ と な ど を い う。

　ま た，構造物は 地 形 や 自然物との 取 り合 い だ け で な く，

隣 り合う他の 人工 物 との 関係に つ い て も考慮 しな け れば

な ら な い 。用 地 外 に存在す る景観的影響 の 大きい 構造物

（鉄塔 な ど） も視野 に 入 れ て ，路線 全 体 の イ メージ の 統

一
を 図 る必 要 が あ る 。

　以 ドに ，好 ま しい 道路構造物 とそ の特徴 を列挙す る 。

　（1） 突出 型坑門

　 トン ネル 坑 門は 明 と暗の 環境 が急変 す る境界 で あ り，

安 全 性 に特段 の 注 意 を 払 うべ き構造物 で あ る。ドラ イ

バ ーが 違和感 を 感 じれ ば ， 走行 ス ピードに変化 が 生 じ ，

そ れ が 事故 に つ ながる 可 能性もある。線形 との 関係も重

要 で ，少な くと も透 視図な ど を用 い て 視覚的検討を 行 い ，

ドラ イ バ ーへ の 心 理 的影響 を検証 した うえ で 形 を 決め る

必要 が あ る 。

、 ボ
、、四Ψ　、　 ’畷購 糊

写真一6．8　明 る い 坑 口 の 実現 と雪 の 吹込 み 防止 を 目的 と

　　　　　し て 設け られ た PC 製の ル
ーバ ー。法面 に は

　 　 　 　 樹林 が 回復 し，縁 が は っ き りして お り進入 し

　 　 　 　 　や す い 。〈北海道 R230 ・定山渓 トソ ネル 〉

写 真一6．9 雪 崩 を 防 止 す る 目的 で 坑 門を 突出 さ せ，視距

　　　　　確保の た め 側方を え ぐ っ た。通 称 ワ ニ ロの ト

　 　 　 　 　ソ ネル は こ う した 必然 か ら生 まれ た。冬，雪

　 　 　 　 　は 見事 に 両 サ イ ドに 流 れ て い る。〈北 海 道

　 　 　 　 　R230 ・薄 別 トソ ネル 〉

土 と 基礎，50− 1 （528）
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　 その 際 突出型坑門は進入時の 威圧感が小さく，大変

有効な解決策 とな る。面壁型 に比 べ て構造物 の 露出 が 少

な い の で 景観 上 も好 ま しい 。さ らに 積雪地 に おい て は 雪

へ の 対策 が 取 りや す い とい う利 点 もあ る 。 庇 や縁 取 りの

工 夫で 坑門上 に 積も っ た雪 が 道路へ 落下す る の を防い だ

り，開 口部を斜面か ら離 して 坑門近傍が雪崩 の 直撃 に 合

わ な い よ うに した 工 夫 が 各地 で 見 られ る。こ れ らは 要 求

さ れ る 機能を実現す る と と もに ，そ の 形 が そ れ ぞ れ の ト

ン ネ ル の 個性 とな っ て い る 。

　   　斜角 （ス キ ュ
ー

） の つ い た坑門

　斜面 に 対 し て斜 め に 進入 す る トン ネ ル で も，坑門工 は

道路軸 に 直交 す る よ うに 作 ら れ る の が 般 的 で あ る。し

か し，斜角が 大 きい 場合 に道路軸 に直交 す る坑門を計画

す る と，坑門工 の規模が大き くな るケ
ー

ス がある。そう

し た場合 には 道路軸 と直交 さ せ る こ とを あ き らめ て，斜

面 に 平行 な 切 り口 を 有す る 坑門 （ス キ ュ
ー

型坑門） を採

用 す る こ と に よ り，地 形 改 変 を 減 らし構 造 物 を小 さ くす

る こ とが で きる。実際に ス キ ュ
ー

の つ い た突出型坑門を

通行 す る と，ス キ ュ
ー

で あ る こ とが わ か るの は坑 門直前

に な っ て か らで ，ほ とん ど違和感 が な い 。も っ と使 わ れ

て よ い 形式 で あ る。

　（3＞　 トン ネ ル 近接橋 台

　山岳道路 で は トン ネル と谷 を ま た ぐ橋梁 が 連続 す る こ

とが 多 い が ， そ の 接続部分の 計画 は 施工 性 や 環境な どへ

の配慮 か ら十分な検討を必 要 とす る。自然環境の 回復が

難 しい 急 斜 面 で は，突 出 型 坑 門 と橋 台 を 個 々 に 建設 す る

の で は 大 きな地形改変 が 避け られ な い 。

　そ の よ うな 場合に は，トン ネ ル 内に 橋台を 設け た り ，

橋台 の上 に トン ネル 突出部の ア
ー

チ型フ
ー

ドを設ける こ

とに よ っ て トン ネル 坑 門と橋台 を
一

体化 し，基礎構造物

を コ ン パ ク トに す る工 夫 が 望 まれ る。

写 真一6．10　60度 近 い ス キ ュ
ー

の つ い た 坑 門。走行車 両

　 　 　 　 　 に は さ ほ ど違和 感 を 与 え ない よ うだ。〈北海

　 　 　 　 　 道 R39 ・新大函 トソ ネル〉

January，2002
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　（4） 斜面 に 沿 う橋梁

　斜面 に 平行 な 路線 を土 工 で 実現 し よ う とす る と，大規

模 な 切 土 法面 が連続的 に 現れ，環攬上 も景観上 も好 ま し

くない 。積雪地帯で は雪崩 の 危険性 も高 くな り維持管理

上 も問題が多い 。線形を谷側 に少 し シ フ ト して斜面 に沿

うよ うな 橋梁 と して 計画 す れ ば ，こ れ らの 課題 は
一

挙 に

改善 で き る。す な わ ち ，連続的な地 形改変 を避 け られ，

雪崩 の 直撃 を避 け る こ と もで き ， さ ら に野生 動物 の 移動

経路 を分断 す る こ ともない 。環境保全 とい う，金銭 で は

量 られ な い 問題を 大 幅 に 改善す る優れ た形式 で あ る 。

　（5） 擁壁

　 自然 環箋地 域 に 大 き な コ ソ ク り一卜面 が 露 出 す る こ と

は極 力避ける べ きで ある。しかし，法面縮小 の た め に あ

え て擁壁 を使 うこ とは検討す べ き選択肢で もあ る 。 例 え

ば地山の 勾配 と切土 法面 の 勾配 が 近 く，大きな ス ラ イ ス

カ ッ トが生 じ る と き に は，最下 段 を 擁壁 を設 け る こ とで

大幅 に 法面 を 減 らせ る場合が ある。ま た，擁壁 の 採用 に

よ っ て片桟道形式 とす れ ば，か な りの 地 形改変 を減 らす

こ とが で きる。た だ し ， こ う した 場合 に も面 の 分節や植

栽 の 工 夫 な どに よ っ て コ ン ク リ
ー

ト構造物を小 さ く見せ

る 工 夫 が望 ま しい 。

　（6）覆道 と シ ェ ル タ
ー

　山岳道路 で は 落石 防護，落雪
・
雪崩防護 ， 冬季降雪時

の 走行性，除雪な どの維持管理性 へ の 配慮が非常 に重要

で ある。ス ノー
シ ェ ッ ドを 採用 した 区間 は降雪時で も安

全 な通行 が 可 能 と な り，トン ネル と トン ネル の 間の 短 い

地上 区間を 覆道や シ ェ ル ターで つ な げ ば ， ドラ イ バ ーが

写真
一6．11 ラ

ーメ ン 橋 台の 上 に 突 出部の ア
ー

チ 型 フ
ー

ド

　　　　　 を乗 せ，構 造 物 を 最 小 化 し た 例。〈北 海道

　　　　　 R273 ・
不 二 川橋 と不 二 川 トソ ネル 〉

写真
一6．12 線形 を湖側 に シ フ ト し，さ らに上 下 線分離 に

　　　　　 よっ て 構造物 の 規 模 を抑 え た高 架橋。〈ス イ

　　　　　 ス
・
シオ ソ 高架橋，写 真 ： 高揚裕幸〉
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写真
一6．13　天端 が そろ え られ，土砂 を 吐 き 出す 大 き な 開

　　　　　 口 の 反復 が表 情 を豊 かに す る 。 擁壁は 全体の

　　　　　 形 を整 え る こ とが肝要。〈北海道
・
黄金道路〉

写真
一6．14 バ

ッ ト レ ス の 反復 効果 が 効 い て い る擁 壁。
〈ドィッ

・デ ュ ヅ セ ル ドル フ 〉

安心 し て走 れ る 区間が連続 し，路線全体 の 安全性 を 高め

る こ とが で きる。

　問 題は そ の 外観 で あ る 。 現在は プ レ キ ャ ス ト製品が圧

倒的 に 多く，機能を満足す る だ け の 構造体 が 全 国 に行 き

わた っ て し ま っ た 。 道路の 片側 が オ
ー

プン に な っ て い る

こ と，山岳部 の シ ェ ッ ドは カ
ー

ブが 多 く，内部 景 観 が刻

々 と変化 す る こ と を念頭 にお 置 き， ドラ イバ ー
の 心理的

影響 を勘案しなが ら形態操作を行 うべ きで あ る。 屋根や

支柱形状，そ して 合理 化 施 工 に 関 して 工 夫す る余地 が ま

だ 大 分残 され て い る。

　（7） 横坑 ル ー
フ 工 法

　新しい 大型覆道 の
一

例を紹介して おきたい 。長大切土

法面を大幅 に 縮小す る た め の ア イ デア 4）が契機 とな っ て

開発され た工 法 で，横坑 ル
ー

フ 工 法 とい う。こ れは横坑

と深礎で か ぎ型 ラ
ー

メ ン 構造体 を構築 し，山 側車線 を 覆

道 とす る もの で あ る。道路線形が 斜面 に 平行 し，大 きな

切 土 が 発生 し，し か も トソ ネ ル に は で きな い とい う立 地

で効果を発揮す る 。 経済的理 由 （コ ス ト高）か らまだ実

現 に 至 っ て は い ない が，「斜面 を大 き く切 り取 る こ とな

く，山 腹す れ す れ に シ ェ ヅ ド状 で 通過 す る工 法」 と して

今後 の 活用 が 期待 さ れ て い る。

　6．3．3 構造物の 周辺

　さ て ， こ の よ うに構造物の 形態を整 え て も，そ れ に隣

り合 う構造物や 周囲 の 地 形 との つ な が りが ぎ こ ちな か っ

た り，周 囲 の 植 生 回 復 が 十 分 で な け れ ば，決 して 美 しい

景観 に は な らな い。そ の構造物は 風景の 構成要素 と して

は 主役級 か も し れ な い が ， そもそも道路は自然環境地 域

へ の 侵 入者 で あ っ て ，そ の 地 形 や 植生 に 自然 体で 納め ら
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写 真一6．15 片 持 ち 構造 の 覆 道 。除 雪 の 便 と除 雪 を 考慮 し

　　　　　 た 形態 。 〈北海道 R230 ・
仙境 覆道 ；昭 和47

　　　　　 年，開通 当時〉

写真一6．16 横坑 ル
ー

フ 工 法の イ メ
ー

ジ 〈清水建設提 供〉

図一6．2　横坑 ル ー
フ 工 法の 概念図

4〕

れ て は じめて 「自然環境地域 へ の ゲ ス ト」 とし て迎 え ら

れ る資格 を 得 る の で あ る。

　前項 の 冒頭 に述 べ た よ うに，「路 面 が緑豊 か な 自然 に

包 み 込 ま れ ， 吸 い 込 まれ て い く とい う姿」 を 具現化 す る

ため に は，トン ネル や橋脚 の 周辺に コ ン ク リ
ー

ト法枠が

露出 して い た り，ナ イ フ で 切 っ た よ うな鋭角な法面が あ

っ て は，せ っ か く突出型坑門や斜面 を傷め な い 橋梁を 設

計 し て も台無 しで あ る 。 工 事用道路 も 「仮設 」 とい う意

識 を離 し，最終的に 環境復元を完成させ る こ とを念頭 に

置 か な け れ ば な らな い こ とは，言 うま で もな い
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （畑山義人）
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