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８．建築基礎・地盤の被害 

 

8.1 調査概要 

8.1.1 調査目的 

平成 19 年の新潟県中越沖地震発生に伴い、建築物の基礎、宅地地盤及び擁壁等にも多数の被害が

発生した。建築物の基礎及び地盤の被害とその特徴等を把握し、被害原因究明の基礎資料を得る目的

で、調査を実施した。 

本章は、新潟県中越沖地震による被災地で実施した建築物の基礎及び宅地地盤の被害状況や携行機

材等を用いた調査結果をまとめたものである。現地では、表面波探査やスウェーデン式サウンディン

グ試験による地盤調査、住宅や擁壁等に関する現地調査のほか、土質試料採取などを実施した。 

なお、今回の新潟県中越沖地震の被災地には、2004 年 10 月の新潟県中越地震において液状化など

の地盤被害を受けた地域も含まれており、前回の地震による被害と今回の地震被害の関係などについ

ても併せて考察している。 

 

8.1.2 調査行程 

一次調査：平成19年 8月 3日（金）～7日（火） 

8月 3日（金）  番神町、柏崎市内 

8月 4日（土）  番神町、柏崎市内、刈羽村 

8月 5日（日）  柏崎市内、刈羽村 

8月 6日（月）  番神町、松波地区、橋場地区、刈羽村 

8月 7日（火）  松波地区、橋場地区 

二次調査：平成19年 9月 2日（日）～5日（水） 

9月 2日（日）  柏崎市内、松波地区、橋場地区 

9月 3日（月）  柏崎市内、山本団地 

9月 4日（火）  柏崎市内、山本団地、刈羽村 

9月 5日（水）  西本町、山本団地、半田地区 

 

8.1.3 調査体制 

建築研究所 

構造研究グループ    飯場正紀（グループ長） 

建築生産研究グループ   平出 務（主任研究員） 

国際地震工学センター   田村昌仁（上席研究員） 

国土交通省国土技術政策総合研究所 

建築研究部基準認証システム研究室   井上波彦（主任研究員） 

協力 

建築研究所国際地震工学センターＪＩＣＡ研修関係 

JICA 研修生（2006～2007） 

YU Shizhou：Institute of Engineering Mechanics,China 

ADHIKARI Kosh Nath：Ministry of Physical Planning and works of Nepal 



8-2 

林宏一（応用地質㈱、研修指導） 

敷地基礎分科会・WG関係者（普及型耐震改修技術の開発,H18-20） 

住宅生産団体連合会：山本明弘（大和ハウス工業(株)） 

日本木造住宅産業協会：米田 誠（事業推進部）、菊地康明（(株)ポラス） 

長岡技術科学大学大塚研究室 

群馬大学若井研究室 

 

8.1.4 現地で実施した主な地盤調査等 

今回の調査地点を図-8.1に示す。 

a) 二次元表面波探査 

柏崎市内(松波約 700m、橋場約 700m、山本約 600m、日吉小周辺約 1250m、西本町約 400m、     

その他約100m)、番神町（約100m）、刈羽村（約250m）（数値は、表面波探査実施距離） 

b) スウェーデン式サウンディング試験 

柏崎市内（松波5地点、橋本2地点、山本3地点、日吉小周辺3地点）、番神町4地点、刈羽村3

地点 

c) 微動アレイ観測 

   柏崎市役所・公園、松波地区、橋場地区、山本団地各１地点 

 

図-8.1 現地調査地点 

（国土地理院の数値地図 25000(地図画像)を使用） 
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d) 常時微動観測 

   柏崎市役所・公園、松波地区、橋場地区、山本団地各１地点 

e) その他 

地盤高レベル測定（番神町、刈羽村、松波地区）、 建物傾斜測定（番神町、松波地区、刈羽村） 

土質試料採取（柏崎市、刈羽村）、地下水位観測（番神町、刈羽町） 

 

8.2 調査地域の地盤概要 

本節では、既往の地盤図や現地調査などに基づく調査地域の地盤概要を述べる。 

 

8.2.1 地盤概要 

柏崎市および刈羽村の地形、表層地質状況を図-8.2に示す。柏崎平野は、別山川、鯖石川、鵜川な

どが流入する低地と海岸部の砂丘から構成されており、刈羽村から柏崎港までの海岸沿いの範囲は、

ほとんどが砂地盤（新規堆積砂層、荒浜砂層）であり、一部古砂丘が認められる。柏崎港から南の沿

岸部では、礫・砂・泥からなる段丘堆積層が存在している。現河川沿いに自然堤防が分布し、谷底平

野、三角州となっている。柏崎駅を中心とした市街地の南部は三角州に位置している。別山川に沿っ

た荒浜砂丘の内陸側部分は後背低地となっており、荒浜砂丘は北側では標高70～80ｍ、南側では標高

20m にかけて分布している。柏崎市の中心市街地の標高は、海抜約 10m であり、半田等の斜面地では

10～25mである。地下水位は、ボーリング調査結果から季節変動があるものの中越沖地震が発生した7

月,8月では概ねGL.-3m程度である。なお、柏崎市は、1987年に市街地で消雪用地下水の揚水が原因

であると考えられる大幅な地盤沈下が観測されたが、1999年～2004年の5年間の沈下状況では、沈静

化の傾向を示していると考えられており、年間最大沈下量も1cm未満となっている。 

 
8.2.2 被災地点 

 図-8.3は、被災直後に国土地理院が作成した被災地の位置と被害の関係である。震源が海岸線から

沖合約5kmと近かったことや断層の方向性などのため、被災地は、北は出雲崎・刈羽村から南は上越

市直江津までの海岸線沿いに集中している。2004年の新潟県中越地震で著しい地盤被害が生じた内陸

の長岡市でも、一部の地域で土砂災害等は発生しているが、建築物の被災地の大部分は海岸線から内

陸に約5kmまでの沿岸地帯にある。 

図-8.4は、国土地理院による地盤の隆起と沈降の衛生画像解析結果である。最も変化の大きい場所

は、新潟県柏崎市椎谷（観音岬）付近であり、観測地の東側を飛行した衛星に対して、およそ 25cm

近づいた。建物の被害が集中した柏崎市の中心部では、画像がまだら模様になっているが、このよう

なまだら模様は、液状化現象などによる地盤の隆起・沈降の変化を示したものと考えられている。 

 図-8.5は、国土地理院による新潟県中越沖地震前後の中越地域における電子基準点の水平成分と高

さ成分の更新量である。 
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柏崎市、刈羽村の地形 

柏崎市、刈羽村の表層地質 

図-8.2 柏崎市、刈羽村の地形・表層地質状況（出典：新潟県土地分類基本調査図） 
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図-8.3 新潟県中越沖地震による被災地と被害概要 
出典：新潟県中越沖地震被害概況図（2007 年 7 月 17 日 10 時現在）（国土地理院作製） 
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図-8.4 新潟県中越沖地震によ

る地盤の隆起と沈降の概要 
出典：「だいち」合成開口レーダ

ーによる地殻変動分布図（平成

19 年 7 月 20 日）（国土地理院）

成果改定電子基準点の更新量 水平成分 
（新成果値－旧成果値） 

成果改定電子基準点の更新量 高さ成分 
（新成果値－旧成果値） 図-8.5 新潟県中越沖地震前後の電子基準点の水平成分と高さ成分の更新量（国土地理院） 
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8.2.3 微動アレイ探査 

 柏崎市内において、微動アレイ探査および三成分常時微動測定（H/V）を行った。図-8.6 に測定位

置を示す。測定は、概ね砂丘とその東側の沖積平野の境界付近で実施した。微地形区分では、①柏崎

市役所と②松波2丁目は被覆砂丘上、その他は沖積平野上に位置する。 

 図-8.7に微動アレイ探査により得られた分散曲線を示す。砂丘上の①柏崎市役所と②松波2丁目で

は周波数4Hz以上で約150m/sと比較的高速度であるのに対して、その他の地点では60～100m/sと低

速度になっている。この位相速度の違いは概ね表層地盤の違いによると考えられる。一方で周波数2Hz

以下では、③白竜公園を除いて概ね等しい分散曲線が得られていることがわかる。なお、白竜公園で

は周波数2Hz以下では位相速度が求まっていないが、これは測定に用いたアレイがやや小さいこと、

および表層付近が低速度であるため、探査深度が浅くなったためと考えられる。 

 図-8.8に 1/3波長則で変換した見掛けの速度構造（図中の○印）および逆解析によって得られたS

波速度構造を示す。白竜公園を除くと見掛けの深度は75m以深となっており、この程度の深度まで解

析結果は信頼できると思われる。 

図-8.9 に解析の結果得られた S波速度構造をまとめて示す。深度 40m 付近までは概ね 200m/s 程度

であるが、深度40～50m付近で速度が高くなり深度60～70mで S波速度は400m/s程度になると思われ

る。なお、白竜公園では上記のような理由から、深度40m以深のS波速度の信頼性は低いと思われる。 

 図-8.10 に三成分常時微動測定の結果得られた H/V スペクトルを示す。白竜公園を除いて、概ね周

波数1Hz（周期1秒）付近にピークがあることがわかる。 

 

①柏崎市役所（K-NET 柏崎）

②松波２丁目

③白竜公園

④橋場町

⑤山本団地

図-8.6 微動アレイ探査測定位置 
（国土地理院の数値地図 25000(地図画像)を使用） 
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図-8.8 微動アレイ探査結果（その１） 

① 柏崎市役所 
（K-NET 柏崎） 

②松波 2 丁目 
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8-10 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 100 200 300 400 500

S-wave velocity(m/s)

D
e
pt

h
(m

) 柏崎市役所

松波２丁目
白竜公園

橋場町

山本団地

図-8.9 微動アレイ探査結果のまとめ 

 

0.1

1

10

0.1 1 10

Frequency(Hz)

H
/
V

柏崎市役所

松波２丁目

白竜公園
橋場町

山本団地

図-8.10 常時微動測定結果（H/V） 



8-11 

8.3 被害概要 

8.3.1 全体概要 

図-8.11 に、新潟県中越沖地震における地盤等の主な被災地域と被害状況の関係を示す。液状化、

宅地の崩壊（擁壁やがけ崩れなどを含む）が主である。7月23日現在の被災宅地危険度判定結果を表

-8.1に示す。 

図-8.12 には、柏崎市を中心とした、国土交通省北陸地方整備局管内の既往の主な柱状図と K-net

柏崎の柱状図を示した。低地や平坦地の柱状図は、粘性土層、シルト質粘土層、有機質土層、砂層等

からなる互層構造であり、河川の氾濫や浸食の影響などが伺える。柏崎市内に位置するK-net柏崎で

は、上層の13mほどが砂層で、下に粘性土層が見られ、特に砂層の上部は、Ｎ値も４前後と液状化の

可能性が高いと考えられる。海岸沿いの範囲は、ほとんどが砂地盤（新規堆積砂層、荒浜砂層）であ

ることから、液状化により被害が生じたと考えられる。また、低地や平坦地においても、Ｎ値10以下

の砂層を含んでおり、液状化の影響が考えられる。 

 

柏崎市番神 

柏崎港 

柏崎市米山台

柏崎市青海川 

柏崎市米山町 

柏崎市半田

柏崎市朝日が丘

ゆりが丘 
長嶺町 柏崎市向陽町

柏崎市池の峰

柏崎市東条 

柏崎市中心部
柏崎市西本町 2～西港町

柏崎市北園町
柏崎市山本地区、橋場町

柏崎市松波町

刈羽村荒浜

刈羽村刈羽

刈羽村赤田北方 

西山町五日市 

西山町中央台 

西山町別山 

：液状化：宅地・擁壁、土砂崩れ ：液状化と地盤のすべり、移動 

図-8.11 主な被災地域の被害概要 

（国土地理院の数値地図 25000(地図画像)を使用） 

表-8.1 被災宅地危険度判定結果 
７月２３日現在

判定宅地 危険（赤） 要注意（黄）調査済（青）

柏崎市 915 223 93 599

刈羽村 93 27 21 45
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8.3.2 地盤の被害概要 

柏崎市（橋場地区、松波地区など）、刈羽村などでは、液状化による被害が多発している。前回の

新潟県中越地震では橋場地区において液状化被害が顕著であったが、今回は周囲の松波地区に被害が

拡大している（写真-8.1）。刈羽村では、前回の中越地震の際に鉄道沿線から海側に一段高くなった十

数戸の住宅に被害が集中したが、今回も同様であり、前回の地震によって解体撤去した後に新築した

住宅においても裏山のがけの崩壊や地盤変動で被害を受けた例もあった（写真-8.2）。 

また、南半田地区においても、地盤変動や滑落などの状況が確認できた。（写真-8.3）。 

 

 

 

写真-8.1 柏崎市松波地区の液状化被害 写真-8.2 刈羽村の液状化等に起因する地

盤変動による新築住宅の被害 

写真-8.3 南半田地区で認められた外周道路等での地盤変動・滑動等 
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8.3.3 擁壁等の被害概要 

番神町や山本地区など、多くの地域で宅地（斜面、擁壁など）の崩壊が発生していた。構造計算等

による確認を要しない2m以下の擁壁や土留めの被害も数多く認められた（写真-8.4）。 

崩壊した擁壁のなかには、ブロック塀として地上の塀のために利用している壁材を擁壁として利用

していたものも多かった。 

また、壁高5m,厚さ50cm程度のブロック積みが転倒した例（写真-8.5）や斜面地で全体的な地盤変

動が生じたため、擁壁前面の側溝がつぶれるほどに押し出されたものもあった（写真-8.6）。  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

写真-8.4 ブロック塀による土留め擁壁の崩壊 写真-8.5 ブロック積み擁壁の転倒例 
地震直後にほぼ鉛直に起き上がり、数日後に転

倒状態に達し、背面住宅にもたれかかった例

写真-8.6 間知ブロック擁壁の前面側への

滑り出し 
背面地盤全体のすべりにより、擁壁が押し

出されて前面の側溝がつぶされた状態 
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8.3.4 基礎の被害概要 

基礎の被害の大半は、古い木造の無筋・ブロック・束またはこれらに類する基礎である（写真-8.7）。

現行規定を満足するような鉄筋コンクリート造の基礎が大きく破断した例は確認できなかった。 

著しい液状化等が生じた地点では、地盤改良や小口径鋼管杭を利用した住宅も多いと考えられるが、

鋼管杭の浮き上がりなどの被害も認められた。 

 
 
 
 写真-8.7 ブロックや束などの古い基礎の被害 

左：ブロック基礎、 

右：がけ（建物際から約1mで崖端部）に近接した独立基礎が外に飛び出した状況） 
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8.4 調査結果 

8.4.1 柏崎市番神町 

番神町は、柏崎駅から西に約2kmに位置する丘にある古くからの集落である。聞き取り調査の結果、

新潟地震(1964)の際に海側及び山側の端部の斜面に地割れが発生し、擁壁等の補強が実施された地域

である。写真-8.8 に、海側からみた崖周辺の状況を示す。また、山側の被害宅地の状況を写真-8.9

に示す。擁壁背面の地盤が沈下・変形している。 

図-8.13 に、今回の地震で転倒したブロック積み擁壁（壁高 2～5ｍ）の概要を示した。かつては、

松を有するがけ面上に細い道が設けられていたが、新潟地震(1964)の際に、崖に平行な地割れが発生

し、壁厚約 50cm 程度の間知ブロック擁壁（高さ 2～5m、勾配地表面から約 75 度）で崖を覆って、道

路が約3mに拡げられた。壁に近接する部分は、盛土と考えられる。今回の地震により、壁高約3.5～

5m（擁壁上部のり面を含めると全高 5～6m）の範囲の擁壁が転倒した。転倒の状況は、地震直後に壁

体がほぼ鉛直になり、数日間のうちに前面側に徐々に傾き、転倒したと考えられている。写真-8.10

に、転倒したブロック擁壁の周辺の状況を示す。転倒した擁壁の底部が前面に約20cm押し出されてい

る。図-8.14に、転倒したブロック擁壁と周辺状況の関係をまとめて示す。 

 

新潟地震の前の状況 

約 3m幅の道路 

壁高 2m～5m 程度の場合 

新潟地震(1964)後のブロック擁壁の設置 

新潟地震の前の状況 

地震による地割れ発生 

約 3m幅の道路 

壁高 2m 程度の場合 

写真-8.8 海側からみた崖周辺の状況 写真-8.9 山側の被害宅地の状況 
（擁壁背面地盤の沈下・変形） 

図-8.13 転倒したブロック積み擁壁（壁高 2～5ｍ）の概要 
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写真-8.10 転倒したブロック擁壁の周辺の状況 

擁壁手前側（高さ 2m）の状況 擁壁奥側（高さ 5m）よりの被害状況

転倒した擁壁の下部 
（底部が前面に約20cm押し出されている）

転倒部分に隣接する擁壁の壁体の破壊状況

図-8.14 転倒したブロック擁壁と周辺状況の関係 

背面の擁壁の転倒により危険

歩道手すり
最大２ｍ程度移動

30cm程度地割れ

ブロック塀
はらみ出し

手すり

モルタル片落下

Ｎ

元の手すり位置
（想定）

移動

沈下

マンホール周囲沈下
15cm程度

擁壁
（転倒）

擁壁のない
法面の崩壊
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写真-8.11 は、斜面地でモルタル吹き付け壁面が崩壊した事例で、隣接する住宅の外壁に崩壊土が

達している。この他に、写真-8.12に示すようなＬ型擁壁とブロック塀の土留めの被害が確認された。 

 

 

 

写真-8.11 モルタル吹き付け壁面の崩壊 

壁高2m程度のL型擁壁 ブロック土留め壁体のねじれ 

ブロック土留めの変形と背面地盤の陥没・段差 

写真-8.12 番神町における擁壁の被害状況 
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 番神町で実施したスウェーデン式サウンディング試験結果を図-8.15 に、表面波探査結果を図-8.16

に示す。表層より2～4m以深に粘性土層が見られ、比較的良好な地盤と考えられる。また、番神町では

海側の被災した宅地では、地下水位は井戸の水位から判断するとGL.約-9mであり、これらの範囲では液

状化の可能性は低いと考えられる。 

 

 
 

図-8.15 番神町におけるスウェーデン式サウンディング試験結果 
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図-8.16 番神町における表面波探査結果 
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8.4.2 刈羽村 

刈羽村では、液状化や液状化に伴う裏山の崩壊により、多くの家屋に被害が発生していた。写真

-8.13に、裏山の崩壊による被害を示す。砂丘からなる裏山の崩壊により、住宅背面の外壁に土砂が1

～2mの高さにわたって積み上がり、窓等を破ったケースである。 

写真-8.14 は、新築された平屋が地盤変動により上向きに突き上げられた例である。建物の写真右

側の部分は、前面のコンクリート製道路盤のため水平方向の変位が建物左側より相対的に小さかった

が、左側は水平方向の支持が小さかったので、約60cm右側より押しだされた形で建物がちぎれていた。

図-8.17、図-8.18には、この敷地内で実施したスウェーデン式サウンディング試験（SWS試験）及び

表面波探査の結果を示す。この通り沿いの他の住宅敷地では、地表面から約3～6mで締まった砂の支

持層が存在しているが、この敷地では、深度10mまでSWS試験による貫入が可能であり、周辺地域と

比較すると地盤がやや軟弱であると判断できる。 

調査地域の中心付近において、砂丘斜面から下方に向かった測線で表面波探査を行なった。図-8.19

に解析結果を示す。この結果から判断すると、地層構成が砂丘斜面とさらに下方の平坦地ではかなり

異なっている。砂丘斜面では深度数 m 以浅では新期砂丘に相当する比較的緩んだ砂層であるが、数 m

以深では古砂丘（番神砂層）もしくは安田層に相当する締まった砂層と思われる。一方、平坦地では

深度10m程度までS波速度は100m/s程度であり、沖積粘土層が厚く堆積していると思われる。 

図-8.20 に、当該地域における基礎・地盤の被害状況の一例を示す。裏山の崩壊による土砂圧が基

礎等に作用して敷地と共に建物が前面にわずかに押出された例である。また、図-8.21 は、新潟県中

越地震による当該地域の液状化現象を教訓として地下水位低下工法（暗渠工、ドレン）を採用した事

例であるが、被害はごく軽微にとどまっていた。 

 

 

 

写真-8.13 砂丘斜面の崩壊による住宅の外壁等の破壊例 
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被災住宅 崖面側 被災住宅 前面 

崖側の建物基礎が押し上げられた状況

写真-8.14 液状化に伴う住宅背面側の崖

の地盤変動により下方から突

き上げられた住宅 

図-8.17 被災敷地内のスウェーデン式サウンディング試験結果 
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図-8.20 当該地域における基礎・地盤の被害状況 
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従前の地下水位

排水管設置後の
地下水位

鋼管杭、長さ約6m

図-8.21 排水管（ドレン）を建物下に配して、地下水位を低減した構法 
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8.4.3 松波・橋場地区 

柏崎駅から北東約5kmの松波・橋場地区には、旧河道を埋めたと考えられる地域で液状化被害が多

発した。液状化被害地域を図-8.22に、新旧地形図の比較を図-8.23に示す。図-8.24、図-8.25には、

調査地域の表層地質と地形図、調査地域の微地形分類と地形図をそれぞれ重ねあわせたものを示した。

また、写真-8.15に松波地区の被害概要を示した。段差・地割れは、地層・地形の境界（針葉樹林（被

覆砂丘））と低地（三角州）で生じていた。松波地区で液状化被害が特に顕著であった地域の延長線上

に、倒れた樹木や鯖石川改修祈念公園内の大きな地割れが位置すると考えられている。 

聞き取り調査や旧地形図によると松波地区は、35～40年前に開発された宅地である。鯖石川を渡る

直前の松波2丁目では、旧河道との境界と考えられる部分で数十cmの段差が生じ、この段差の直上に

立つ住宅は大破し、建築物の不同沈下は最大60cm程度であった。また、不同沈下量10cm、傾斜角10/1000

を超える場合も少なからず認められた。 

図-8.26 に、この地区の地震後の道路面高低差を示す。国道 352 号に平行した方向では A1-A7 間で

最大約 2.5m、直交する方向では最大 2m 程度に達している。松波地区及び地区の公園内で実施した表

面波探査の結果を図-8.27に、スウェーデン式サウンディング試験（SWS試験）結果を図-8.28にそれ

ぞれ示す。被害が顕著であった地点は、地形の境界部付近であると考えられるが、表面波探査の結果

においても三角洲と被覆砂丘で表層の地盤構成に違いが認められる。また、SWS 試験の結果において

も、三角洲の範囲が被覆砂丘よりも概ね軟弱であることがわかる。 

鯖石川を越えた橋場地区でも液状化被害が多発した。橋場地区では、2004年中越地震でも液状化被

害が発生しており、2006年に地盤調査を行なっている。図-8.29に、2006年に実施した表面波探査結

果とスウェーデン式サウンディング試験結果の例を示す。液状化が発生したのは主に旧河道であり、

旧河道内の主に砂質土と思われる埋土が液状化したと考えられる。旧河道の外周は粘土質であり、旧

河道の砂質系との差異が認められる。 

橋場地区では、深度 10m 程度まで S 波速度は 100m/s 程度であり数 m 以深は概ね粘性土主体と考え

られる。一方、松波地区では、約5m以浅はS波速度120～150m/sでやや緩んだ砂質土、5m以深は150

～200m/s で締まった砂質土と考えられる。このような橋場地区と松波地区の土質の違いは、図-8.24

に示した表層地質図と一致している。また、松波地区は、一般に地盤が良好と考えられており、微地

形分類で被害を受けなかった範囲は、被覆砂丘、被害を受けた範囲は三角州に分類されており、S 波

速度や被害の違いはこのような地盤環境の違いに起因していると考えられる。 

図-8.30 に、橋場地区の被害概要と地盤調査地点を示す。前回の著しい被害が生じた地域は、図中

黄色で塗りつぶした範囲であり、聞き取り調査では、2004年の中越地震では、このあたりで道路全体

に泥水が溶岩のようにわき上がり、住宅の沈下障害が顕著であったが、今回この地域での被害は比較

的少なく、他の地域で被害が生じていた。図中には、旧河道の位置の大凡を示しているが、被害は概

ね旧河道とその外周との境界付近で多いように思われる。特に、図中右上の旧河道と鯖石川が交差す

る土手付近では、土手の一部が大きく沈下し、その段差に伴う地割れにより土間コンクリート等が大

きく割れ裂け、建物に被害が生じていた(写真-8.16)。そのほか、液状化等による段差で建物が大きく

傾いていた住宅も認められた（写真-8.17）。 

ただし、当該敷地で確認した新築住宅 10 棟前後（2004 年中越地震後の着工）の多くは、地盤改良

や鋼管による地盤補強を採用しており、剛体的な傾斜が生じている可能性はあるものの、基礎の著し

いひび割れなどの構造的被害はほとんど認められなかった。 

図-8.31、図-8.32に、今回実施した表面波探査結果とSWS試験結果を示す。 
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図-8.22 松波・橋場地区の被害地域 

 

図-8.23 松波・橋場地区の新旧地形図の比較（下：旧地形（明治 45 年）） 
（青線は旧地形図における針葉樹林の低地の境界線） 

（国土地理院の数値

地図 25000(地図画

像)を使用） 

（国土地理院の数値

地図 25000(地図画

像)を使用） 
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図-8.24 調査地の表層地質（黄色：新期砂丘堆積層、白：沖積平野堆積層） 
（図-8.2 柏崎市、刈羽村の地形・表層地質状況（出典：新潟県土地分類基本調査図）

の表層地質と地形図の調査地域部分を重ねあわせたもの） 

図-8.25 調査地の微地形区分（緑：三角州、黄色：被覆砂丘） 
（図-8.2 柏崎市、刈羽村の地形・表層地質状況（出典：新潟県土地分類基本調査図）

の地形と地形図の調査地域部分を重ねあわせたもの） 
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写真-8.15 松波地区の被害概要 
上段左：松波地区において地盤変動による被害が甚大であった地点の状況 
上段右：上記の地点において建物の不同沈下を増大させたと考えられる擁壁の変形 
中段左：川に沿った道路の変形に伴う電信柱の傾斜 
中段右：松波地区の液状化に伴う地割れの延長線沿いにあった川沿いの樹木の倒壊 
下段左･右：松波地区の地割れの延長線上にあると考えられる鯖石川改修記念公園内の地割 
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図-8.26 道路面のレベル測定結果 
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図-8.27 表面波探査結果（その１） 
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図-8.28 スウェーデン式サウンディング試験結果 

図-8.27 表面波探査結果（その２） 
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図-8.29 2006年に実施した橋場地区での地盤調査結果 
表面波探査とスウェーデン式サウンディング試験結果 

（国土地理院の数値地図 25000(地図画像)を使用） 
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図-8.30 橋場地区の被害と地盤調査の実施地点 
（国土地理院の数値地図 25000(地図画像)を使用） 
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写真-8.16 橋場における大きな地割れ 
左：地層境界部付近での土手の陥没、赤く囲んだ範囲が沈下範囲(約 30cm)、地割れは矢印

の方向 
右：矢印方向にある住宅の被害 

写真-8.17 橋場における危険住宅（左：全景、右；車庫前の段差 20cm 程度沈下） 
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8.4.4 山本団地 

 橋場地区から東北約1kmにある山本団地では、液状化及びそれに起因すると考えられる裏山の崩壊

により、住宅や宅地・擁壁に数多くの被害が発生した（図-8.33参照）。写真-8.18には、住宅や擁壁

等の被害状況を示す。 

この団地周辺は、表層地質図（新潟県土地分類基本調査図、国土庁、昭和61年）から判断すると、

崖上が砂丘、崖下が低地に位置する地形等の境界付近に位置する。聞き取り調査の結果から判断する

と、この団地は約34年前に造成され、山側の砂丘を崩して切り盛り造成したと考えられている。玄関

脇で高さ1m程度、地下水位が吹き出し、地盤の沈下等が生じた地域もあったようである。なお、写真

-8.19は、図-8.33において青で囲んだ砂丘斜面の頂部付近で確認した地表面での湧水の状況であり、

砂丘全体に地下水位が高い可能性が考えられる。 

 図-8.34 は、この団地の被害状況の概要を断面図としてまとめたものである。最上部の砂丘の裏山

の崩壊、最上段の擁壁の滑り出しによる側溝のつぶれ、中段の住宅敷地における地盤の陥没による基

礎の破断や住宅の著しい傾斜（写真-8.20）、下段側の擁壁の転倒とそれに伴う擁壁前面側の住宅の外

壁の損傷などがあげられる。一体の鉄筋コンクリート造の基礎を有する新しい住宅では、概ね剛体的

な傾斜であったが、無筋・ブロック・独立基礎と考えられる古い基礎では基礎が大きく破断して上部

構造の崩壊に繋がった事例が認められた。 

上段擁壁は、高さ 2～2.5m 程度の間知の谷積みブロック（壁勾配は水平面から約 70 度）である。

下段側の宅地擁壁は高さ2m前後である。上段の間知ブロックの壁体自体の損傷は軽微であるが、最大

30cm 程度の滑りだしが認められた。住宅下段側の擁壁は、壁高 50cm 程度のコンクリート擁壁の上に

ブロック等を鉛直に済み上げた増し積み擁壁が大半である。 

図-8.35 は、当該地域における造成段階及び住宅建設後の擁壁工事の関係と地震による被害の関係

を示したものである。また、図-8.36 は、被害を受けた擁壁の概要である（写真-8.21）。聞き取り調

査によると、造成段階では高さ500程度のコンクリート擁壁の背面にはのり面（高さ1m程度）があっ

たが、住宅建設後に1m程度増し積んだ例が多いことがわかった。被害状況から判断すると、地震によ

る液状化等によって増し積み下部のコンクリート擁壁に沈下や水平変位が生じて、上部のブロック擁

壁等の転倒をもたらしたと考えられる。 

図-8.37に、山本団地における地盤調査の測定位置を、図-8.38、図-8.39に、表面波探査結果及び

SWS試験結果を示す。推定されるせん断波速度の値は100m/s程度と小さく、粘土質の可能性も考えら

れる。また、SWS 試験結果から判断すると、下段擁壁の背面地盤はかなり軟弱な砂層が表層にあると

考えられるが、上段擁壁の背面の表層部はやや締まった砂層と考えられる。地下水位は下段擁壁の前

面では地表面付近に存在していると考えられる。 
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図-8.33 山本団地の被害概要 
（国土地理院の数値地図 25000(地図画像)を使用） 

青：裏山も崩壊が顕著な地域、赤：宅地の陥没・水平変位による住宅の著しい被害、

黄：道路面の変状が特に顕著であった範囲、青丸：写真-8.19 湧水確認地点 

写真-8.19 砂丘斜面の頂部付近で確認した地表面の湧水 
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写真-8.18 山本団地における擁壁の被害例 
上段：裏山の崩壊による崖下住宅への危害 
中段：増し積み擁壁の被害 
下段：敷地全体のすべり等により前面に押し出された擁壁 
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図-8.34 山本団地における地震前後の住宅・宅地の状況 

写真-8.20 宅地内の地盤の陥没や水平変位による住宅の被害 

　　　　　　　　著しい地盤の陥没と水平移動 （4棟前後）
　　　　　水平変位・鉛直変位は、ともに最大約50cm以上
陥没位置は前面道路より4m～5mの位置。住宅の配置や基礎の種類によって
は、ほぼ剛体傾斜にとどまったものや基礎が破断して上部構造の崩壊につな
がった例もある。住宅の不同沈下は最大50cm以上

SWS試験の調査位置

SWS試験の調査位置

潰れた側溝

擁壁の沈下・変形
背面地盤の沈下など

地震前の状況

地震後の状況
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中　越　沖　地　震　後
・下段擁壁の沈下と変形
・上段擁壁の傾斜
・擁壁背面地盤の沈下 約300

約200

　　　造　成　時
　・のり面＋低い擁壁 約500

約2000
約1000

　住　宅　建　設　後
　・盛土＋増し積み

約800

約1000

約500

図-8.35 山本団地における宅地造成と擁壁の被害 

地上部　2～4段

地中部4～6段

　　最下段
コンクリート約500

地上部　2～3段

地中部　約4段

土留め高　約1m

図-8.36 山本団地において擁壁の被害が数多く認められた擁壁の構造例 

写真-8.21 増し積まれた擁壁の被害例 
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A 測線 

C 測線 

E 測線 

D 測線 
F 測線 

B 測線 

図-8.37 山本団地における調査位置（表面波探査、スウェデン式サウンディング試験） 
（国土地理院の数値地図 25000(地図画像)を使用） 
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図-8.38 山本団地における表面波探査結果（その２） 

図-8.39 山本団地におけるスウェデン式サウンディング試験結果 
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8.4.5 その他の地区 

(1) 日吉小学校付近（山本地区） 

山本団地から東約 1km の日吉小学校から西側に向かう道路沿いの地域では、住宅 10 棟前後が液状

化によって大きく落ち込み、著しい被害が生じていた（写真-8.22）。道路から西側は旧河道、東側は

河川堤防と考えられ、道路の近傍の西側低地で段差等が生じ、大きな被害に繋がったと考えられる。 

図-8.40に、地盤調査位置と被害概要を、図-8.41、図-8.42に、表面波探査及びスウェデン式サウ

ンディング試験結果をそれぞれ示す。A測線50～100m付近の高速度部分は、国道の鯖石川の橋に近い

ことから、地盤改良などにより地盤が硬くなっていることや、埋設物の影響の可能性が考えられる。

旧街道沿いに測定した B 測線は、微地形区分で自然堤防および微高地に相当し、150～250m 付近の標

高がやや高くなっている部分のS波速度が150m/s以上とやや高速度になっている。これはスウェーデ

ン式サウンディング試験結果と一致しており、微地形区分に対応して地盤条件が異なっていると思わ

れる。C測線、D測線は、旧河道上およびその周囲に位置しているが、深度数ｍまでの浅部地盤は場所

によってS波速度が異なっている。 

 
 

写真-8.22 日吉小学校周辺の道路沿いで生じた段差による住宅の沈下障害による被害例 

図-8.40 日吉小学校周辺における地盤調査位置と被害概要 
（国土地理院の数値地図 25000(地図画像)を使用） 
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図-8.41 日吉小学校周辺における表面波探査結果 

D 測線（畑の中） C 測線（旧河道） 

B 測線（旧街道沿い） 

図-8.42 日吉小学校周辺におけるスウェデン式サウンディング試験結果 
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(2) 西本町 

柏崎駅から北西約1kmの市街地にある西本町では大通りに直行する緩斜面で地盤変動による被害が

発生していた。被害が甚大な道路に面した歩道付近の住宅地では、地盤の水平変位約50cm、鉛直変位

（沈下）約30cm（図-8.43参照）。聞き取り調査などの結果から判断すると、地盤高の高い左側は砂丘

が主、右側の低地部は沖積粘土層の可能性が考えられる。 

地盤変動による被害が生じた住宅の基礎は、大半がブロック基礎であった（写真-8.23）。被災地に

は新築住宅が１棟と少なかったこともあるが、調査した範囲では基礎のひび割れなどは生じていなか

った。周辺にはＲＣ造７階の共同住宅があったが、杭基礎のため30cm程度の浮き上がり発生していた

（写真-8.24）。 

表面波探査の測線と結果をそれぞれ図-8.44、図-8.45に示す。A測線やB測線の前半では深度数ｍ

からS波速度150m/s以上となり、比較的締まった砂層と思われるのに対して、B測線後半やC測線で

は、深度数ｍ以深ではS波速度は100m/s前後と低速度である。このことから本町通り（A測線）を境

に、南側では粘性土主体の軟弱な地盤上に緩んだ砂層や砂質盛土が存在している可能性が考えられる。 

 

 

地割れと段差
水平変位　最大約500
鉛直変位　最大約300

海側の砂丘 

山側の沖積粘土層？ 

図-8.43 西本町の地盤変動被害の概要 

写真-8.23 西本町での地盤変動による被害 

（左：歩道上に認められた地盤変動（鉛直、水平で 300-500 程度） 
（右：大破した住宅の沈下修正工事、基礎はブロック基礎） 
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写真-8.24 杭基礎建物の被害（最大 500 程度の建物の相対的な浮き上がり） 

Ｂ測線

A 測線 

C 測線

図-8.44 表面波探査の測線配置 
（国土地理院の数値地図 25000(地図画像)を使用） 
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図-8.45 表面波探査結果 

西本町 C 測線 

西本町 A 測線 

西本町 B 測線 
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(3) 池の峰団地 

 池の峰団地における擁壁の被災状況を写真-8.25 に示す。外周部の擁壁がはらみ、一部の擁壁接合

部で鉄筋が破断していた。 

 

被災状況の全景（応急措置済） 裏側 

接合部右側の擁壁がはらみ出ている 

擁壁上部 団地内外周道路 

擁壁接合部の状況 
写真-8.25 池の峰団地の被災状況 
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(4) 半田地区 

 半田地区における擁壁の被災状況を写真-8.26 に示す。半田地区は、新潟県中越地震においても被

害が顕著であった地域であり、新潟県中越地震との被害状況等を比較するため現地調査を実施した。 

 
 

写真-8.26 半田地区の擁壁被災状況 

コンクリート擁壁のはらみ Ｌ型擁壁のすべり 

擁壁隅部の破壊 隣地擁壁との間に隙間 
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(5) 北条地区 

北条地区は、新潟県中越地震においても被害が顕著であった地域であり、被害状況等を比較するた

め調査を行った。新潟県中越地震での被災地域は、接道道路等復旧されていた。聞き取り調査から、

危険地域として柏崎市から住宅の建設は禁止されているとのことであった。 

今回の地震においても、ほぼ同一の地域で地盤の移動が確認された。道路面等の被災状況を写真

-8.27に示す。 

 

 
(6) 柏崎市内での表面波探査 

柏崎市内全域の地盤概要と被害の関係や宅地被害の状況を把握するため、多くの地域で表面波探査

などを実施した。図-8.46 に代表的な地点の結果を示す。市内中心地の公園において低速度層となる

傾向が見られる。 

 
 

 

写真-8.27 北条地区の被災状況 

山本公園

中部公園

白竜公園

幸町公園
中浜公園 

（国土地理院の数値地図 25000(地図画像)を使用） 
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図-8.46 柏崎市内の表面波探査結果 
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8.5 基礎及び擁壁の被害 

8.5.1 戸建て住宅の基礎 

写真-8.28、写真-8.29に基礎の被害状況を示す。これらの大半は、液状化や地盤変動に伴って生じ

ている。基礎の被害の殆どは、木造住宅の基礎であり、古い無筋やブロックなど、現在の規準を満足

しないものが大半である。 

また、今回の調査した範囲では、増築を行った住宅のなかには、増築部で地盤改良などを採用して

おり、増築部の沈下は生じていなかったが、既存基礎と増築部の基礎で支持性能が異なっていたため、

既存基礎が沈下した例も認められた。 

 

 

写真-8.28 基礎構造の被害例 
（コーナー部に集中しやすい被害） 
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写真-8.29 基礎等の被害 
上段：モルタルを吹き付けた崖の崩壊により、束石が飛び出した例 
中段：崖上の住宅の基礎のひび割れ（住宅の不同沈下量は概ね 10cm 程度） 
下段：不同沈下による住宅内部の被害（床材の離間、ふすまの枠のゆがみ） 



8-55 

8.5.2 一般建築物の基礎 

 一般建築物の基礎の被害はほとんど認められなかったが、柏崎市沿岸部の杭基礎と考えられる RC

建物の建物外周付近での地盤の陥没（建物の相対的な浮き上がり）や松波地区の鉄骨2階建て事務所

及び木造集合住宅等があげられる（写真-8.30、写真-8.31、写真-8.32）。 

写真-8.31及び写真-8.32は、築15年ほどの建物であり、鉄骨造は直接基礎、木造も直接基礎であ

る。この地区は、かつては旧河道沿いの低地（三角州）であったが、数十年前（30～40年前）に整理

された宅地である。いずれの建物も不同沈下による壁の亀裂やドアの開閉不良などが著しい状況であ

った。傾斜の方向は、建物背面側であり、高さ1m程度のブロック擁壁（通常のブロック塀を擁壁利用

したもの）が前面道路側に押し出されることにより、建物がより沈下したものと考えられる。1m程度

のブロック擁壁の基礎は、通常、前面の道路面より下50cm程度にあると考えられるので、擁壁の基礎

が液状化により沈下したため、建物もより大きく傾斜したと考えられる。 

 

 

 

写真-8.30 建物周辺地盤の陥没 
杭基礎建物（ＲＣ造） 

建物周辺の地盤沈下は平均30cm程度 

（最大70cm程度） 

写真-8.31 鉄骨造 2 階の建物の不同沈下

（基礎形式：直接基礎、数十 cm の不同沈下）
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写真-8.32 液状化による木造建物の被害状況 
（基礎形式：直接基礎、数十 cm の不同沈下） 
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8.5.3 宅地・擁壁の被害 

写真-8.33、写真-8.34には種々の擁壁の被害状況を示す。ブロック塀の土留めや吹きつけモルタル

で覆った擁壁だけでなく、間知ブロックやＬ型擁壁にも被害が認められた。 

 

 

 

 

写真-8.33 種々の擁壁の被害例 
間知ブロックの壁体の破損、コーナー部の破壊や押し出し、 
擁壁の崩壊に伴う隣接住宅への崩土など 
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写真-8.34 種々の擁壁の被害例 
コーナー部、増し積み部などに集中しやすい。低い土留めや擁壁上の塀などの場合でも面外方

向に対する抵抗機能が乏しく倒壊した例も数多く認められた。 
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8.6 まとめ 

 新潟県中越沖地震による建築物の基礎及び地盤の被害とその特徴等を以下に示す。 

1)建築物の基礎・地盤の著しい被害のほとんどは、木造等の小規模建築物で発生していた。 

2)規模の大きい杭支持建物のなかには、液状化によって建物周辺の地盤が数十 cm沈下して、

杭で支持された建物が相対的に浮き上がった例がいくつか確認された。ただし、これらの

建物において、著しい傾斜や不同沈下等の被害は今回調査した範囲では確認できなかった。 

3)著しい基礎のひび割れなど損傷は、古い基礎（ブロック基礎や無筋基礎等）で生じてお

り、現行基準を満足する一体の鉄筋コンクリート造の基礎の破壊等の被害は、剛体的な傾

斜や不同沈下を除くと、ほとんど認められなかった。 

4)地盤変動による住宅・宅地の被害は、液状化またはそれに起因する地すべりなどによっ

て生じていた。今回調査した範囲において、液状化による住宅等の被害が大きい地域は、

刈羽村、松波・橋場地区、山本地区などであった。 

5)液状化による著しい地盤変動は、地形・地質の境界付近などで生じていた。旧河道を埋

めた部分と周辺の河川堤防などの境界、砂丘斜面と沖積低地との境界付近などで、大きな

地割れや段差が生じていた例が確認された。また、液状化に伴う砂丘斜面の崩壊により、

裏山が崩壊して、住宅の外壁等が被害をもたらした例もあった。 

6)鉛直に増設した増積み擁壁、ブロック塀を擁壁の代替に用いた土留め壁など、安定性に

支障のある擁壁の崩壊や変形によって、背面の住宅や宅地に被害をもたらした例が数多く

認められた。高さ 4,5m の練り積み造（傾斜 75 度前後）が転倒に至り、前面側の住宅にも

られかかった例もあった。 

7)増改築の際、増築部分の基礎は地盤改良などにより補強することがあるが、液状化によ

る地盤沈下によって、地盤改良などを採用していない既存基礎が沈下し住宅に沈下障害を

もたらした例が認められた。 

 また、上記の被害事例から判断すると、住宅･宅地の地盤災害の軽減・防止を図るには、

敷地の履歴や生い立ち（例えば、敷地周辺の旧河道や旧水路の存在）、基礎の構造と一体性、

敷地内の既設擁壁の健全性、などを考慮した住宅の基礎設計が重要であり、液状化のおそ

れのある地形・地質の境界部付近では特に注意を要すると考えられる。 
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