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１ 計画の概要 

 

 （１）計画の目的 

  「川西町建築物耐震改修促進計画」（以下「促進計画」という。）は、町民の生命や

財産を保護するため、地震による建築物の倒壊等の被害を最小限に抑え、既存建築物

等の耐震性向上策として、県と町が連携しつつ耐震診断・改修等を総合的・計画的に

促進するための基本的な枠組みを定めることを目的とする。 

 

 （２）計画の位置づけ 

 促進計画は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成７年法律第１２３号 

以下「耐震改修促進法」という。）及び「山形県建築物耐震改修促進計画」（以下「山

形県耐震改修促進計画」という。）に基づき、「川西町地域防災計画」を上位計画とし

地域の実情を勘案し、既存建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るために策定す

るものである。 

  

 （法律）災害対策基本法・建築基準法・建築物の耐震改修の促進に関する法律 

     強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭

化基本法 

 （国） 防災基本計画・官庁施設の総合耐震計画基準 

 （県） 山形県地域防災計画・山形県建築物耐震改修促進計画 

     山形県公共施設等耐震化基本指針 

 （町） 川西町地域防災計画・川西町建築物耐震改修促進計画・川西町国土強靭化地

域計画 

 

（３） 計画の期間等 

  本促進計画の目標年次を令和１６年度とする。 

 

 

 

 

２ 建築物の耐震診断及び耐震改修に関する目標 

 

（１） 想定される地震の規模、想定される被害の状況 

  山形県内においては、庄内平野東縁断層帯、新庄盆地断層帯、山形盆地断層帯、長

井盆地西縁断層帯の４つの主要な断層帯が存在しており、長井盆地西縁断層帯をはじ

め３つの断層帯で阪神・淡路大震災のマグニチュード７．２を上回る７．５～７．８

クラスの大規模地震が発生する可能性が指摘されている。（表－１） 

  本町に最も隣接する長井盆地西縁断層帯の本町に与える影響も懸念される。 
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（表－１） 想定地震の長期評価一覧 

 

断層名 

最大想定

マグニチ

ュード 

 

位置 

 

断層の長

さ 

発生確率  

公表年月 

30年以内 100年以内 

庄内平野東縁断層帯 
M7.5 

程度 
遊佐町～旧藤島町 約 38㎞ 

ほぼ 

0～6% 

ほぼ 

0～20% 
平成 21 年 10 月 

新庄盆地断層帯 
M6.6～7.1 

程度 

（東部）新庄市～舟形町 約 22㎞ 
0.6～5% 2～20% 平成 23年 5月 

（西部）鮭川村～大蔵村 約 17㎞ 

山形盆地断層帯 
M7.8 

程度 
大石田町～上山市 約 60㎞ 1～8% 4～20% 平成 19年 8月 

長井盆地西縁断層帯 
M7.7 

程度 
朝日町～米沢市 約 51㎞ 

0.02% 

以下 

0.1% 

以下 
平成 17年 2月 

         出典：地震調査研究推進本部による長期評価、発生確率の算定基準日：令和３年１月１日 

山形県が調査した、想定される地震における被害想定については表－２から表－４に示す。 

（山形県地震被害想定調査調査報告書（平成１８年３月）の数値を抜粋して作成） 

（表－２） 県内断層帯の被害想定調査結果一覧表 

ブロック 庄内平野東縁断層帯 新庄盆地断層帯 山形盆地断層帯 長井盆地西縁断層帯 

公表年月 平成１８年６月 平成１０年３月 平成１４年１２月 平成１８年６月 

想定マグニチュード M7.5 M7.0 M7.8 M7.7 

建物全壊 １０，７８１棟 １，２９５棟 ３４，７９２棟 ２２，４７５棟 

建物半壊 ２３，６１８棟 ５，３４２棟 ５４，３９７棟 ５０，９２６棟 

死  者 ９１５人 １１０人 ２，１１４人 １，７０６人 

負 傷 者 ９，６９４人 ２，５８５人 ２１，８８７人 １６，４０５人 

避 難 者 ４１，０４４人 ７，７７６人 ９４，６８８人 ７８，８４９人 

注）発生ケースは冬季の早朝を想定 

（表－３） 川西町における長井盆地西縁断層帯地震被害想定調査結果一覧表（建物全半壊数） 

夏季 冬季 

全壊 半壊 全壊 半壊 

９７８ １，６５４ １，１１９ １，８９２ 

（表－４） 川西町における長井盆地西縁断層帯地震被害想定調査結果一覧表（死傷者数及び避難者数） 

昼間人口 

（避難者数） 

夜間人口 

（避難者数） 

夏季昼間 冬季早朝 冬季夕方 

死者 負傷者 死者 負傷者 死者 負傷者 

１７，２４５ 

（１，８１３） 

１９，６１１ 

（２，５６３） 

３２ ４６９ ９４ ９６２ ４３ ５７１ 
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（２） 耐震化の現状 

① 住宅 

平成３０年住宅・土地統計調査によると、本町の住宅総数４，４００戸で、 

     うち、現行の耐震基準を適用して建築された住宅が２，５１４戸で全体の５７．

１％を占めている。（表－５ 不詳戸数は按分により振り分けている） 

 

（表－５） 平成３０年住宅・土地統計調査結果                   （単位：戸） 

建築の時期 住宅総数 木造住宅 防火木造 非木造住宅 

昭和５５年以前＊ １，６２０ ７９４ ８２５ １ 

昭和５６年以降 ２，２１０ １９６ １，８４５ １６９ 

不詳 ５７０ １６０ ３５０ ６０ 

計 ４，４００ １，１５０ ３，０２０ ２３０ 

注）非木造住宅には、鉄筋コンクリート造、鉄骨造が含まれる。非木造住宅に共同住宅が含まれる。 

  「住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局）を加工して作成 

＊統計調査の昭和５５年までの住宅戸数に新耐震基準適用（昭和５６年５月３１日）以前着工住宅戸数を加算。 

 

     構造では、木造戸建住宅４，１７０戸で全体の９５％と高い比率を占め、中

でも昭和５５年までに建築された木造戸建て住宅（新耐震基準適用[昭和５６年

５月３１日]以前着工住宅戸数を加算）は１，８５７戸と木造住宅の約４４．５％

を占め、耐震化に疑問があると考えられる。 

     木造戸建て住宅については、昭和５５年以前に建築された１，８５７戸の内 

    耐震診断を実施すると耐震性があると考えられる山形県の推定値３０％と考え 

    て約５５７戸が、耐震性があると推定され、耐震性を満たすと考えられる木造

戸建て住宅は昭和５６年以降の２，３１３戸と合わせて２，８７０戸で耐震化

率は６８．８％と推定される。 

     非木造等の住宅は２３０戸あり、昭和５６年以前に建築された２９戸のうち、

耐震診断を行うと耐震性があると考えられる国の推定値７６％で算定すると約

２２戸の住宅が、耐震性があると推定され、耐震性を満たすと考えられる住宅

数は昭和５６年以降建築された２０１戸と合わせた２２３戸で、耐震化率は約

９７．０％と推定される。 

     したがって、川西町の耐震化状況は昭和５６年以降に建築された住宅２，５

１４戸と昭和５５年以前に建築された住宅で耐震診断により耐震性があると考

えられる木造戸建て住宅５５７戸、非木造住宅２２戸の計５７９戸となり、耐

震性を満たすと考えられる住宅は３，０９３戸で、耐震化率７０．３％と推定

される。（表－６） 
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（表－６） 住宅の耐震化率の推移 

 

住宅総数 

４，４００戸 

 

昭和５５年以前 

１，８８６戸 

 

木造戸建住宅 1,300戸(70%)   

非木造等住宅      7戸(24%) 

耐震性なし 

２９．７％ 

木造戸建住宅    557戸(30%) 

非木造等住宅     22戸(76%) 

耐震性あり 

７０．３％ 

昭和５６年以降 

２，５１４戸 

木造戸建住宅  2,313戸 

非木造等住宅    201戸 

② 町有建築物 

町の所有する建築物において、昭和５６年以前に建築された施設は１４棟で                       

    約３４．１％を占めている。耐震診断を実施した施設は１４棟のうち７棟で約

５０．０％の実施率となっている。防災活動拠点及び避難施設等の耐震化が急

がれる。（表－７） 

（表－７）町有施設（防災活動拠点施設等となる建築物）施設区分別耐震改修状況  令和７年３月末日現在 （単位：棟） 

 

施設 

区分 

 

 

 

 

 

全棟

数 

 

 

 

 

 

  

Ｓ56 年

以前建

築の全

棟数に

占める

割合 

 

耐震

診断

実施

済の

棟数 

  

耐震診

断未実

施の棟

数 

 

耐震化

済の棟

数 

 

耐震化

未実施

の棟数 

 

 

耐震診

断実施

率 

 

耐震化

率 

Ｓ57年

以降建

築棟数 

 

 

 

Ｓ56年 

以前建

築棟数 

 

 

 

 

 

改修等

不要な

棟数 

 

改修等

必要な

棟数 

 

改修済

の棟数 

 

改修未

実施の

棟数 

庁舎等 1 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0% 100.0% 

医療機

関等 

1 0 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 

小・中学

校 

16 12 4 25.0% 4 4 0 0 0 0 16 0 100.0% 100.0% 

公民館

等 

5 0 5 100.0% 1 0 1 1 0 4 1 4 20.0% 20.0% 

福祉施

設 

2 1 1 50.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0.0% 50.0% 

文化・体

育施設等 

7 6 1 14.3% 1 0 1 0 1 0 6 1 100.0% 85.7% 

公営住宅 1 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0% 100.0% 

その他

の施設 

8 6 2 25.0% 1 0 1 1 0 1 7 1 50.0% 87.5% 

合計 41 27 14 34.1% 7 4 3 2 1 7 33 8 50.0% 80.5% 

※対象施設は木造以外の建築物で、２階以上又は延べ床面積２００㎡を超えるもの。（山形県公共施設等耐震化基本指針） 

 A         B         C        C/A        D         E        F         G         H       I=C-D   J=B+E+G    K=H+I      D/C       J/A 

    

     

= 

 

     

    

       

    

 

 

    

     Ｂ     Ｃ     
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（３） 耐震化の目標設定 

 

① 住宅 

本町の住宅・建築物の耐震化は想定されている地震被害の減災対策として極 

    めて重要であり、国の基本方針及び県促進計画による耐震化率目標と同じとす

る。 

     住宅の令和１６年度における耐震化目標を９５％とする。 

平成３０年度 耐震化率 令和１６年度 目標耐震化率 

７０．３％ ９５％ 

 

  

 

    

  

 平成３０年度推計値  令和１６年度目標 

非木造    ２３０戸   ２３０戸 

 

 

うち耐震性あり    ２２３戸 (97.0%)   ２２３戸 (97.0%) 

うち耐震性なし     ７戸 ( 3.0%)     ７戸 ( 3.0%) 

  

   目標とする耐震化率を達成するためには、平成３０年度推計値の耐震性なしの 

  １,３０７戸から令和１６年度目標値の耐震性なし２２０戸を差し引いた１,０８

７戸の耐震改修等が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成３０年度推計値  

 

     

令和１６年度目標 

住 宅   総数 ４，４００戸 ４，４００戸 

 

 

うち耐震性あり ３，０９３戸 (70.3%) ４，１８０戸 (95.0%) 

うち耐震性なし １，３０７戸 (29.7%)    ２２０戸 ( 5.0%) 

 平成３０年度推計値  

 

     

令和１６年度目標 

木 造    ４，１７０戸 ４，１７０戸 

 

 

うち耐震性あり ２，８７０戸 (68.8%) ３，９６２戸 (95.0%) 

うち耐震性なし １，３００戸 (31.2%)    ２０８戸 ( 5.0%) 
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② 町有建築物 

町有施設は、地震時の拠点・避難施設として町民が安心して利用でき、防災 

    上重要な施設として機能する必要がある。また、日常において不特定多数が利

用する施設も安全性の確保が必要になってくることから、財政状況を勘案しな

がら耐震化を進めていくものとする。 

 

令和６年度 耐震化率 令和１６年度 目標耐震化率 

８０．５％ １００％（庁舎、小、中学校、公営住宅) 

９５％（その他の町有建築物） 

 

（庁舎）災害対策本部が設置される施設及び指定緊急避難場所となる施設。 

令和６年度耐震化率 令和１６年度目標耐震化率 

１００％ １００％ 

（医療機関等）耐震化目標達成のため、耐震化を急ぐ。 

令和６年度耐震化率 令和１６年度目標耐震化率 

０％ ９５％ 

（小・中学校）児童、生徒の安全と地域の災害時における待避所となる施設。 

令和６年度耐震化率 令和１６年度目標耐震化率 

１００％ １００％ 

（公民館等）耐震化目標達成のため、耐震化を急ぐ。 

令和６年度耐震化率 令和１６年度目標耐震化率 

２０％ ９５％ 

（福祉施設）耐震化目標達成のため、耐震化を急ぐ。 

令和６年度耐震化率 令和１６年度目標耐震化率 

５０％ ９５％ 

（文化・社会教育・体育施設）耐震化目標達成のため、耐震化を急ぐ。 

令和６年度耐震化率 令和１６年度目標耐震化率 

７５％ ９５％ 

（公営住宅）入居者の生命を守る居住施設。 

令和６年度耐震化率 令和１６年度目標耐震化率 

１００％ １００％ 
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３ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

 

 （１）耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組方針 

  町内の住宅・建築物の所有者等が自ら耐震化に努めることを基本とし、町は住宅・

建築物の所有者等が耐震診断・耐震改修を計画的に行いやすいように環境の整備や必

要な支援策を講じ、本計画により町内全域において施策の展開を図る。 

・住宅・建築物安全ストック形成事業等、国の補助事業を活用し耐震化を図る。 

・耐震相談窓口を設置する。 

・町民に耐震化に関する情報提供を行う。 

・木造住宅の耐震化に必要な技術者の養育を行う。 

 

 （２）耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

  住宅・建築物耐震化の促進を図るため、国や県と協力・連携して耐震診断を実施し、

耐震改修へ誘導するための支援策を講じるなど円滑な耐震化事業の促進に努める。 

  経済負担を軽減する具体的な支援策として、下記の事業活動を促す。 

  ・川西町木造住宅耐震診断士派遣事業（耐震診断） 

  ・川西町住宅耐震改修等事業（耐震改修） 

  ※平成１２年に木造住宅の耐震性向上を目的とした新耐震基準を強化した耐震基

準が盛り込まれた建築基準法の改正により、耐震診断及び耐震改修の対象を平成

１２年５月３１日以前着工の住宅とする。 

 

 （３）改修実施の環境整備 

  町民が耐震改修について、安心して相談や改修が行えるよう町の地域整備課に耐震 

 相談窓口を設置し、耐震化の情報提供を行う。 

 

 （４）地震時の総合的な安全対策 

  町民の生命・財産を守る立場から、広報誌やホームページ等を活用して住宅の耐震

化の必要性や地震防災知識の普及・啓発を行う。 

 

 （５）地震時の通行を確保する道路 

  地震時において、建築物の倒壊により緊急車両の通行や町民の避難の妨げにならな

いよう、「山形県地域防災計画」（地震対策編）に記載された緊急輸送道路（１次、２

次）を耐震改修促進法第５条第３項第２号または第３号の道路として県が指定した場

合は、県と協力し、沿道建築物の所有者に対し、耐震改修等の必要性について知識の

普及啓発を行い、耐震改修の促進を図る。 
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４ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発等 

 

 （１）地震ハザードマップの作成 

  地震ハザードマップを活用し、その地域に発生のおそれのある地震や地震による被

害等の可能性を町民に伝えることにより耐震化の意識を啓発する。 

 

 （２）相談体制の整備・情報提供の充実 

  町では住宅・建築物所有者が耐震化について相談する体制整備のため、地域整備課

に相談窓口を設置する。 

相談窓口では、住宅・耐震診断・耐震改修についての情報を提供し、技術的な事項

については、専門機関の相談窓口を紹介する。 

 

 （３）パンフレットの作成とその活用 

  広く町民に対して、耐震化への意識向上を図るためパンフレットを配布し、耐震診

断・改修に関する知識や情報を提供する。また、多数集まる町内会公民館等に耐震化

促進のポスターを掲示しパンフレットも備える。 

  各種行事及びイベント等の機会において、建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性

について普及啓発を図る。 

 

 （４）家具の転倒防止策の推進 

  阪神・淡路大震災の教訓を生かし、地震時における家具の転倒防止策についてパン

フレット等を活用して町民に対策事例等を紹介し、自らできる地震対策への取組につ

いて普及啓発を図る。 

 

 （５）自治会等との連携 

  地震防災対策では「自らの地域は自ら守る」という共助の考え方が重要である。 

  自治会や自主防災組織などの地域活動組織は地域の災害時対応において重要な役

割を果たすほか、平常時においても地震時の危険箇所の点検や耐震化の啓発活動を行

うことが期待される。また、地域に密着した専門家や自主防災組織の育成等幅広い取

組が必要と思われる。このような地域の取組に対して情報提供等を含め支援する。 

  公民館等において映像等を活用して耐震化の必要性を呼びかける耐震相談会の開

催や必要に応じて出前講座を開催する。 

 

５ 所管行政庁との連携 

  建築物の耐震化の促進を図るためには、所管行政庁である山形県と十分な調整を行

い、連携しながら効果的な指導を行っていく必要がある。また、特定建築物について、

耐震診断及び耐震改修の必要があると認められる場合には、所有者に対し指導及び助

言等に努めるものとする。 
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６ その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

 

 （１）関係団体との連携 

  耐震診断や耐震改修リフォームの普及・啓発による地震発生前の対策の推進を図る

ため、(社)山形県建築士会をはじめとする建築関係公益法人等と県及び市町村で構成

する「山形県住宅・建築物地震対策推進協議会」と連携し、その対策の推進を図る。 

  また、木造住宅の耐震診断について、(社)山形県建築士事務所協会等の協力を得な

がら木造住宅の耐震改修の促進を図る。 

  

（２）その他 

 ア 住宅全体の耐震化が困難と思われる高齢者世帯の住宅については、応急対策と

して寝室又は居間のシェルターによる補強や、耐震ベット等の設置が家具の転倒

防止や天井落下等の危険から身を守る対策としても有効であることから促進を

図っていく。 

 イ 住宅の耐震化とともに、いざというときの保険として地震保険の加入の促進を

図るための普及啓発を行う。 

 ウ 地震時に倒壊のおそれのある老朽化した空き家の住宅・共同住宅については、

周囲に影響を与えることが危惧されるため、所有者に対して撤去、除却するよう 

  協力を要請する。 

エ 促進計画は、耐震化の進捗状況にあわせて、適宜見直しを行う。 


