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1.総合防災研究部門

(1)著書

岡田憲夫：「ひまわりシステムのまちづくり一進化する社

会システム」 日本科学と地域の出会い館編，はる書房，

1997. 

岡田憲夫： 10章水資源計画・管理システム， 15章リスクア

セスメント， 16章コストアロケーション，水文・水資源

ハンドブック，水文・水資源学会編集，朝倉書店， 1997.

亀田弘行（共著）：巨大地震の予知と防災．京都大学防災

研究所編，創元社． 1996,

亀田弘行・鈴木祥之（分担執筆） ：京都大学防災研究所公

開講座「防災学を地域防災計画に活かす」．京都大学防災

研究所， 1996.

亀田弘行（共著）：地域防災計画の実務．京都大学防災研

究所編，鹿島出版会， 1997.

Fujiwara, T., F.Y. Cheng and Y.Y. Wang: Post Earthquake Re-

habilitation and Reconstruction, Pergamon, 1996. 

藤原悌三・鈴木祥之・北原昭男：平成 7年兵庫県南部地震

による宝塚市の被害の実態と原因分析，京都大学防災研

究所，宝塚市被害報告書， 1996.

鈴木祥之（編著） ：震災と地域防災計画ー地震にも安心し

て住める町づくり一，日本建築学会， 1996.

藤原悌三（分担執筆） ：多次元入力地震動と構造物の応答，

日本建築学会構造委員会・振動運営委員会． 1997.

藤原悌三（編著） •安藤雅孝・入倉孝次郎・赤松純平・亀

田弘行・鈴木祥之•佐藤忠信（分担執筆）： Proceedings of 

Japan-China Joint Workshop on Prediction and Mitigation 

of Seismic Risk in Urban Region, 文部省科学研究費

（国際学術研究 代表者・藤原悌三）． 1997.

鈴木祥之：地震災害予測のための木造建物（柔構造的な変

形型）の水平耐力判断方法に関する研究，平成8年度京都

市震災対策調査研究助成金研究成果報告書， 1997.

鈴木祥之（分担執筆） ：木造耐震補強報告書，日本住宅・

木材技術センター， 1997.

小倉正臣・鈴木祥之•藤原悌三：阪神・淡路大震災におけ

る死傷者発生要因に基づく人的被害推定に関する研究，

京都大学防災研究所総合防災研究部門報告第 5号， 1997.

藤原悌三・鈴木祥之・岩井 哲・北原昭男（分担執筆） ： 

阪神・淡路大震災調査報告建築編ー 4 木造建築物・建

築基礎構造， 日本建築学会． 1998.

萩原良巳・萩原清子・高橋邦夫：都市環境と水辺計画，

Keiso, 1998. 

(2)研究論文（審査付き論文）

岡田憲夫・谷本圭志・榊原弘之：水資源開発事業における

優先支出法のゲーム論的考察，土木学会論文集， Nu555/

N-34, pp.27-39, 1997. 

岡田憲夫：知識技術の集積・伝搬過程としてみた過疎地域

の活性化に関する研究一鳥取県智頭町の事例，土木学会

論文集， Nu562/N-35,pp.47-55, 1997. 

岡田憲夫：過疎地域の活性化に関する研究パースペクティ

ブとその分析アプローチーコミュニティ計画学へむけて，

土木学会論文集， Nu562/N-35,pp.15-25, 1997. 

Hideshima,E. and N.Okada : A Game-theoretic Approach to 

Cost Allocation for Infrastructure Arrangement in an Urban Re-

newal Project, Interdisciplinary Information Sciences Vol.2, 

Nul, ppll-25, 1996. 

河原利和・岡田憲夫：交流時代における中山間地域の外部

者参入過程に関する実証的研究ーハビタント概念の例証

ー，実験社会心理学研究，第37巻，第 2号， pp.223-249,

1997. 

小林潔司・多々納裕一：過疎コミュニティーにおける活性

化活動とリーダーシップ，土木学会論文集， Nu562/IV-35,

pp.37-46, 1997. 

Kameda, H. and H. Morikawa : Conditioned Stochastic Proc-

esses for Conditional Random Fields, Journal of Engineering 

Mechanics, ASCE, Vol.120, Nu4, pp.855-875,1994. 

k血 eda, H. : Probabilistic Seismic Hazard and Stochastic 

Ground Motions, Engineering Structures, Vol.16, Nu7, pp.547 

-557,1994. 

藤原悌三・亀田弘行・林春男・岩井 哲・北原昭男・能

島暢呂： 1993年釧路沖地震による都市施設被害と生活支

障アンケート調査報告，日本建築学会構造系論文集，第464

号， pp.81-90, 1994. 

能島暢呂・亀田弘行： 地震時のシステム間相互連関を考

慮したライフライン系のリスク評価法，土木学会論文集，

Nu507 /1-30, pp.231-241, 1994. 

Park, Y.S., S. lwai, H. Kameda and T. Nonaka: Very Low Cycle 

Failure Process of Steel Angle Members, Journal of Structural 

Engineering American Society of Civil Engineers, Vol. 122, 

Nu 2, pp.133-141, 1996. 

Kameda, H., S. Kakumoto, S. Iwai, H. Hayashi and T. Usui: 

DiMSIS: A Geographic Information System for Disaster Infor-

mation Management of the Hyogoken-nanbu Earthquake, Nat-

ural Disaster Science, Vol.16, No.2, pp.89-94, 1995. 

亀田弘行・石川 裕・奥村俊彦・中島正人：確率論的想定
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地震の概念と応用，土木学会論文集， No.577/l-41pp. 75-

87, 1997. 

Morikawa, H., and H. Kameda: Stochastic Interpolation of 

Earthquake Ground Motions under Spectral Uncertainties, 

Structural Engineering and Mechanics, Vol. 5, No.6, pp.839-

851, 1997. 

鈴木祥之・中治弘行・岩井 哲・北原昭男：在来構法木造

住宅の実大水平力載荷実験， 日本建築学会構造系論文報

告集第499号， pp.69-76, 1997. 

鈴木健司•岡田憲夫・池淵周ー：渇水に対する社会的関心

の活性度の指標化とその変動過程に関する考察一平成 6

年大渇水を事例として，土木計画学研究・論文集， No.13,

pp.369-380, 1996. 

岡田憲夫：社会システムのルールの設計としてみたゲーム

理論一費用配分方式に着目して，土木計画学研究・論文

集， No.14,pp. 1 -16, 1997. 

秀島栄三•岡田憲夫：都市拠点開発における地権者の協同

体制の形式過程の基礎的考察ー協カゲーム理論を用いて，

土木計画学研究・論文集， No.14,pp.141-148, 1997. 

前川和彦•岡田憲夫：「ニッチ重なり合い」を考慮した都

市災害リスクの評価法に関する基礎的考慮，土木計画学

研究・論文集， No.14,pp.341-352, 1997. 

榊原弘之・高野浩一•岡田憲夫：ネットワーク型水資源開

発共同事業の費用配分法に関するゲーム論的考察，土木

計画学研究・論文集， No.14,pp.409-420, 1997. 

Watanabe,H., S.P. Zhangand N.Okada: Stability Analyses of Ur-

ban Water Supply Systems with Wastewater知 use,Proc. of 

the International Conference on Water Resources and Environ-

ment即 search:Towards the 21st Century, October 29-31,1996, 

Kyoto, Japan, Organized by Water応 sourcesResearch Center, 

Kyoto University, Vol. II, pp.215-222,1996. 

Suzuki,K., N.Sugimori, N.Okada and S.lkebuchi: Modeling 

Indicators of Society's Perceived即 adinessAgainst Drought 

and Changing Process, Proc. of the International Conference on 

Water知 sourcesand Environmentぬsearch:Towards the 21st 

Century, October 29-31, 1996, Kyoto, Japan, Organized by 

Water応 sources応 searchCenter, Kyoto University, Vol. II, 

pp.463-470,1996. 

Tanimoto,K., N.Okada, and H.Tatano: Cost Allocation Extended 

to Multi-purpose応 servoirDevelopment Including Environ-

ment Purpose -a Game Theoretic Analysis,‘、Proc.of the In-

temational Conference on Water知 sourcesand Environment 

応 search: Towards the 21st Century," Vol. II,pp.343-

350,1996. 

Yajima,K., H.Watanabe, and N.Okada: A Cost and Energy 

Comparison of Operation and Maintenance for a Municipal 

Water System Configured with Wastewater Reclamation, Proc. 
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of the International Conference on Water Resources and Envi-

ronment Research: Towards the 21st Century, October 29-

31,1996, Kyoto, Japan, Organized by Water Resources Re-

search Center, Kyoto University, Vol. II, pp.447-454,1996. 

Okada,N., and K.Tanimoto: Interpreting and Extending Con-

ventional Cost Allocation Methods for Multipurpose Reservoir 

Developments by Use of Cooperative Game Theory,‘、Proc.of 

IEEE International Conference on Systems, Man and Cybemet-

ics", 1996. 

Hideshima,E. and N. Okada : Design of Fail-Safe Urban Infra-

structure Systems against Multiplex Disasters : A Petri-Net Ap-

proach in Case of Harbor and Its Hinterland, Japanese Journal 

of Risk Analysis (Proc. of the SRA (Society for Risk Analy-

sis) and SRA Japan-Section Joint Annual Conference), Vol.8, 

No.2, pp.85-93, 1997. 

Okada,N. and H.Salcakibara : A Cost/Benefit Allocation Game 

in a Basin-Wide Reservoir Redevelopment as a Part of Water 

Resources Real Location,‘、Proc.ofIEEE International Confer-

ence on Systems, Man and Cybernetics", pp.791-796, 1997. 

Okada,N. : Disaster Risk Management of Water Supply/freat-

ment Lifelines for Medical Facilities: Lessons from the Great 

Hanshin-Awaji Earthqualce, Earthqualce Engineering Research 

Institute,‘、Proceedings5th United States/Japan Workshop on 

Urban Earthqualce Hazard Reduction", No.97-A, pp.381-386, 

1997. 

盛川仁・亀田弘行：地震動場におけるパワースペクトルの

確率論的内挿．第 9回日本地震工学シンポジウム論文集，

pp.259-264, 1994. 

Ishikawa, Y., T. Okumura and H. Kameda: Seismic Hazard from 

Low Frequency -High Impact Fault Activities Using 

Probabilistic Scenario Earthqualces, 5th International Confer-

ence on Structural Safety and Reliability (ICOSSAR'97), 

Kyoto, 1997. 

Nojima, N., and H. Kameda: Optimum Subdivision Control of 

an Extended System under Earthqualce Emergency, 5th Intema-

tional Conference on Structural Safety and Reliability 

(ICOSSAR'97), Kyoto, November 1997. 

Bae,G. and Y.Suzuki: Stochastic Identification of Building 

Structures using Response Accelerations of the 1995 Hyogoken 

-Nanbu Earthqualce, Proceedings of 27th ISCIE International 

Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, 

pp.19-24, 1996. 

Suzuki,Y., G. Bae, T. Araki, M. Yamamoto, T. Tamaki and H. 

Kagaya: Structural Control Experiments of Full-Scale Speci-

men Frame Using LQ and LQG Control Systems, Proceedings 

of 7th International Conference on Computing in Civil and 

Building Engineering, Soul, pp.1323-1328, 1997. 



Yamamoto, M.and Y. Suzuki: Full-Scale Structural Control with 

Earthquake Generator System and Pole Assignment Control 

Algorithm, Proceedings of 7th International Conference on 

Computing in Civil and Building Engineering, Soul, pp.1329-

1334, 1997. 

Kagaya, H., T. Tamaki and Y. Suzuki: Active Seismic Response 

Control of A Building Structure Using H-infmity Control The-

ory, Proceedings of 7th International Conference on Computing 

in Civil and Building Engineering, Soul, pp.1335-1340, 1997. 

(3)研究報告（審査なし論文）

岡田憲夫・北畑貴史：水資源のリスクマネジメントにお

ける 2, 3の計画論的考察一都市の複合災害下におけ

る一，京都大学防災研究所年報， Vol.39B 2, pp.221-

233, 1996. 

Okada,N. : Developing an Indicator of Community's Disaster 

Risk Awareness,‘、Proc.of the Third Joint IHP/IAHS George 

Kovas Colloquium", UNESC0,1996. 

岡田憲夫： （招待論文）社会システムのルールの設計とし

てみたゲーム理論ー多目的ダム事業を中心として一，土

木計画学研究・講演集， Nu19(2),pp.1-16, 1996. 

榊原弘之・高野浩一•岡田憲夫：ネットワーク型水資源開

発共同事業の費用配分法に関するゲーム理論的考察，土

木計画学研究・講演集， Nu19(2),pp.75-78, 1996. 

北畑貴史・岡田憲夫：都市直下型地震の直後における水系

ライフラインのリスクマネジメントに関する基礎的考察，

日本リスク研究学会研究発表会論文集， Nu9, pp. 25-30, 

1996. 

Okada, N., H. Watanabe, and K. Yajima: Modeling a Municipal 

Water Circulation Game between Recycle Inclined and Non-re-

cycle-inclined Users,‘、Proc.of the Annual Conference of Japan 

Society of Hydrology and Water Resources", pp.66-67, 1996. 

岡田憲夫：安全質を高める国土管理と基幹的交通基盤整備

にむけて，高速道路と自動車， 39巻 9号， pp.7 -10, 1997. 

岡田憲夫：国土のリスクマネジメントとしてみた総合防災

一震災を教訓として一，都市問題研究，第49巻9号，

pp.74-87, 1997. 

岡田憲夫：土木計画学の課題としてみた阪神・淡路大震災

の教訓，土木計画学シンポジウム「阪神・淡路大震災に

学ぶー土木計画学からのアプローチー」特別講演・基調

講演・パネルディスカッション資料， pp.23-26, 1997. 

多々納裕一：不可逆・不確実性下のプロジェクト評価：計

画のプロセス管理に向けて，土木100周年記念ワーク

ショップ論文集ー21世紀の都市・交通モデリング―,pp.

107-116, 1997. 

多々納裕一：貯水池システムの統合操作ルール設計のため

の分権的アルゴリズムの開発，土木計画学研究・講演集，
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No.20(1), pp.47-50, 1997. 

多々納裕一： （招待論文）不確実性下のプロジェクト評価：

課題と展望，土木計画学研究・講演集 No.20(2),pp.19-30, 

1997. 

多々納裕一•岡田憲夫：災害危険度に対する情報提供下に

おける立地行動に関するモデル分析， 日本リスク研究学

会研究発表会論文集， Vol.10,pp.88-93, 1997. 

岩井 哲・朴 錬沫・亀田弘行・野中泰二郎：鋼部材の極

低サイクル繰り返し載荷による亀裂発生と損傷評価のた

めの有限要素解析，京都大学防災研究所年報，第37号

B -2,pp.69-87, 1994. 

Kameda, H. : Multi-phase Evaluation of Lifeline System Per-

formance under Earthquake Environment, 2nd China-Japan-US 

Trilateral Symposium on Lifeline Earthquake Engineering, 

Xian, 1994. 

Kameda, H., Chin-Hsing LOH, M. Nakajima : A Comparative 

Study of Seismic Hazard in Japan and Taiwan by Means of 

Probabilistic Scenario Earthquakes, Proceedings of the Fourth 

KAIST-NTU-KU Tri-lateral Seminar/Workshop on Civil Engi-

neering, Kyoto, Japan, pp.27-37, 1994. 

Nojima, N., H. Kameda, H. Hayashi. : Assessment of Users' 

Response and Inconvenience Caused by Earthquake-Induced 

Malfunction of Lifeline Systems, Proceedings of the Fourth Ja-

pan/United States Workshop on Urban Earthquake Hazard Re-

duction, Osaka, Institute of Social Safety Science, pp.211-214, 

1995. 

文部省緊急プロジェクト 「兵庫県南部地震をふまえた大

都市災害に対する総合防災対策の研究」報告書（研究代

表者：亀田弘行），京都大学防災研究所，全37p, 1995. 

（英語版： An Integrated Framework on Urban Disaster 

Countermeasures Based on the Hyogoken-Nanbu (Kobe) Japan 

Earthquake of January 17, 1995, Editors : Kameda, H. and H. 

Hayashi) 

角本 繁・亀田弘行：次世代地理情報システムと災害情報

管理への応用一阪神大震災の被害情報分と災害情報管理

の試み，都市耐震センター研究報告， No.9, pp.86-94, 1995. 

碓井照子・亀田弘行・角本 繁：阪神・淡路大震災の復興

過程における瓦礫撤去状況からみた神戸市長田区におけ

る防災GIS導入効果の分析，地理情報システム学会講演

論文集， Vol.4, pp. 39-42, 1995. 

能島暢呂・亀田弘行：ライフラインの相互連関，阪神・淡

路大震災一防災研究への取り組みー，京都大学防災研究

所， pp.360-369, 1996. 

亀田弘行・林春男・角本 繁：複合都市災害の構造分析

と防災情報システムの役割，阪神・淡路大震災一防災研

究への取り組みー，京都大学防災研究所， 1996.1, pp.531 

-544, 1996. 



石川 裕・奥村俊彦・亀田弘行：活断層を考慮した神戸に

おける地震危険度解析，阪神・淡路大震災に関する学術

講演会論文集，土木学会． pp.61-68, 1996. 

田中修司·亀田弘行•関口隆司：下水道管路の耐震対策優

先対象の決定に関する検討，阪神・淡路大震災に関する

学術講演会論文集．土木学会． pp.729-734, 1996. 

大野茂樹・川口浩平・角本 繁・亀田弘行：災害時／平常

時自治体システムの構築一阪神大震災復興支援での経験

を生かして一，地理情報システム学会講演論文集． Vol.5,

pp.69-72, 1996. 

亀田弘行：交通・通信システムの防災機能に関する研究．

第 1回都市直下地震災害総合シンポジウム論文集，文部

省科学研究費補助金重点領域研究「都市直下地震」総括

班， pp.25-30, 1996. 

能島暢呂・若林拓史・亀田弘行：震災下における交通機能

障害の影響と交通管理運用策について，第 1回都市直下

地震災害総合シンポジウム論文集，文部省科学研究費補

助金重点領域研究「都市直下地震」総括班， pp.289-290, 

1996. 

Kakumoto, S., M. Hatayama, H. Kameda and T. Taniguchi: De-

velopment of Disaster Management Spatial Information System 

(DiMSIS) -Proposal of disaster Prevention System Operable 

from Initial Stage of Disaster-, 10th International Research and 

Training Seminar on Regional Planning for Disaster Prevention, 

United Nations Center for Regional Development, Nagoya,, pp. 

59-65, 1996. 

岩井哲・中治弘行・鈴木祥之・北原昭男．：在来構法既存

木造住宅の静的水平力載荷実験による耐震性能評価，京

都大学防災研究所年報，第39号B-2,pp.51-70, 1996. 

岩井哲・亀田弘行・碓井照子・盛川仁： 1995年兵庫県南

部地震による西宮市の都市施設被害のGISデータベース

化と多重分析， GIS-理論と応用． Vol.4 No.2, pp.63-73, 

1996. 

岩井哲：「1994年ノースリッジ地震災害調査報告」震源付

近の建物被害分布調査， 日本建築学会，（ 4.1.3項分担

執筆）． pp.109-122, 1996. 

岩井 哲・中治弘行・鈴木祥之・北原昭男：在来構法既存

木造住宅の静的水平力載荷実験による耐震性能評価．京

都大学防災研究所年報，第39号B-2,pp.51-70, 1996. 

Iwai, S., H. Kameda, Y. Suzuki and S. Kakumoto: GIS Applica-

tion to Damage Data Management on Buildings and Urban Fa-

cilities in the January 17 1995 Hyogoken-Nambu Earthquake, 

Proc. 11th World Conference on Earthquake Engineering, Pa-

per No.851, 1996. 

岩井哲・亀田弘行・碓井照子：阪神・淡路大震災におけ
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1997. 
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澤田純男・土岐憲三・犬飼信広：サーボ型速度計による永
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千葉光•本田利器・田村敬ー：不整形を有する地盤の地震
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tion Characteristics of the Kobe Earthquake and Seismic De-

sign Force for Highway Bridges, Keiichi Tamura, Proceedings 

of Second National Seismic Conference on Bridges and 

Highways, Federal Highway Administration and California De-
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志摩好宣・諸岡繁洋・國枝治郎：部材接合部に欠陥を持つ

トラス構造物の基礎的研究， 日本建築学会大会学術講演
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野中泰二郎：地震による建築構造物の衝撃的破壊，兵庫県

南部地震における構造物の衝撃的破壊に関するシンポジ
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Frames and Their Beam-to-Column Connections, Proceedings 

of U.S.-Japan Seminar on Mitigation of Near-Field Earthquake 
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井上一朗，中島正愛他：通しダイアフラム形式で接合され

るH形鋼梁の塑性変形能力に関する実大実験（その1.実

験計画），日本建築学会大会学術講演梗概集， c-1, 1997 

年9月， pp.329-330. 

中島正愛，吹田啓一郎，森迫清貴：通しダイアフラム形式

で接合される H形鋼梁の塑性変形能力に関する実大実験

（その 5. 工場溶接タイプ・材料B6による実験[2])' 

3.地盤災害研究部門

(1)著書

沖村孝・佐々恭ニ・坂本 哲・渡辺行雄・山上拓男・鵜

飼恵三・水山高久・安江朝光：地すべり・山腹崩壊，阪

神・淡路大震災調査報告．共通編ー 2, 阪神・淡路大震

災調査報告編集委員会編，土木学会・日本建築学会発行，

丸善， 1998.

恩田裕ー・奥西一夫・飯田智之・辻村真貴（編著） ：水文

地形学，古今書院， 1996.

奥西一夫：六甲山地の斜面崩壊災害のいくつかの特徴．兵

庫県南部地震と地形災害（日本地形学連合編），古今書院．
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奥西一夫：土砂災害の防止と地形学，地形学から工学への

提言（日本地形学連合編），古今書院． pp.41-67.

千木良雅弘：災害地質学入門，近未来社，名古屋206p,1998. 

Kamon, M.(Editor) : Environmental Geotechnics, Vols. 1 and 

2, Balkema, Rotterdam, 1996. 

Kamon, M.(Editor) : Environmental Geotechnics, Vol. 3, 

Balkcma, Rotterdam, 1997. 

佐々恭二 (1996)：第 7章地すべり．朝日新聞「阪神・淡

路大震災誌」， pp.263-270. 

佐々恭二 (1996)：地盤災害，京都大学防災研究所公開講

座「防災学を地域防災計画に活かす」．京都大学防災研究

所， pp.53-64.

佐々恭二（1996)：地すべりの運動機構，「地すべり研究の

発展と未来」．中村三郎編．大明堂， pp.133-150.

古谷尊彦 (1996) ：自然の猛威，地球環境概説，新藤・大

原編，朝倉書店， 1996,pp.44-59. 

古谷尊彦(1996)：地すべり地形研究の現状と未来，地すべ

り研究の発展と未来．中村三郎編著，大明堂． pp.303-320. 

古谷尊彦(1996)：ランドスライドー地すべり災害の諸相ー，

古今書院， 216pages. 

竹内篤雄 (1996)：温度測定による流動地下水調査法．古

今書院， 480pages. 

佐々恭二 (1997)：地盤災害の予知と予測ー地すべり・士

石流災害を防ぐために一，京都大学防災研究所公開講座

（第 8回）「災害の予知と予測ーその現状と将来の展望」，

pp.19-32. 

福岡 浩(1997)：データベース解析例(4)ー地すべり分布と

フラクタル特性．（山岸宏光•福岡 浩他編）北海道の地
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て，地すべりの地盤工学的諸問題に関するシンポジウム

論文集，地盤工学会四国支部． pp.1-18.

福岡 浩・佐々恭二 (1996)：過剰間隙水圧を考慮した地

震時斜面安定解析と不安定斜面の判定法の検討，地すべ

りの地盤工学的諸問題に関するシンポジウム論文集，地

盤工学会四国支部， pp.265-270. 

岡田篤正(1996)：変動地形．特に兵庫県南部地震域におけ

る地震断層と活断層，阪神・淡路大震災調査報告書，地

盤工学会・阪神大震災調査委員会， 1996,38-55頁．

古谷尊彦(1996)：地すべりと活構造，地すべり学会シンポ

ジウム「地すべり発生場の予知一見方・考え方一」論文

集， pp.15-29.

古谷尊彦(1996)：大規模崩壊の発生に関わる地学的要因に

ついて，地すべり学会関西支部シンポジウム「大規模地

すべり・崩壊の事例解析」論文集． pp.1-15.

古谷尊彦 (1996)：岩盤破壊のランドスライド．月刊地球．

18巻9号， 1996,563-568頁

Wang, F.W. & K. Sassa(l997) : A Seismic Stability Prediction 

on the Xintan Landslide. Proc. KIG-Forum'97 Geotechnical En-

gineering in Recovery from Urban Earthquake Disaster, Kansai 

Branch of the Japanese Geotechnical Society, pp.295-301. 

Shoaei, Z. and K. Sassa(l997) : Slope Instability due to the Dif-

ferent Mechanism of Pore Pressure Generation during Earth-

quake on Saturated Soil, Engineering Geology and the Envi-

rorunent, Balkema/Rotterdam, pp. I 049-1053. 

Sassa, K., H.Fukuoka and F.W. Wang(l997) : Mechanism and 

Risk Assessment of Landslide-Triggered-Debris Flows : Les-

son from the 1996.12.6 Otari Debris Flow Disaster, 

Nagano, Japan, Landslide Risk Assessment, Balkema/Rot-

terdam, pp.347-356. 

Sassa, K., H. Fukuoka, Q.Yang and F.Wang:(1997) : Landslide 

Hazard Assessment in Cultural Heritage, Lishan, Xian. Proc. 

International Symposium on Landslide Hazard Assessment, 

pp.1-24. 

Shuzui, H. and K. Sassa(l997) : Prevention and Control 

Countermeasures of San Yuan Dong Landslide in Huaqing Pal— 

ace, Proc. International Symposium on Landslide Hazard As-

sessment, pp.207-216. 

Wang, F.W. and K. Sassa(l997) : Experimental Study on Earth-

quake Induced Landslide Displacement : Effects of Saturated 



Condition and Sand Type, Proc. International Symposium on 

Landslide Hazard Assessment, pp.225-240. 

Sassa, K.(1997) : Landslide Hazard Assessment in Cultural Her-

itage,Lishan, Xian, Proc. International Symposium on Natural 

Disaster Prediction and Mitigation, pp.35-48. 

Wang, F.W. & K. Sassa(1997) : Cyclic Loading Ring Shear 

Tests on Silica Sand No.5 and Relationship between Stress Am-

plitude and Shear Displacement, Proc. International Symposi-

um on Natural Disaster Prediction and Mitigation, pp.359-366. 

福岡 浩(1997): GPS測量を用いた地すべり移動観測の試

み，地すべり学会シンポジウム「地すべり調査銀測の新

しい展開」論文集， pp.5-14.

Sassa, K. (1998) : Recent Urban Landslide Disasters in Ia-

pan and Their Mechanism. Keynote Paper, Proc. 2nd 

lntematioal Conference on Environmental Management, 

Elsevier Science Ltd., Vol. 1, pp. 4 7-58. 

(3)研究報告（審査なし論文）

奥西一夫・横山康ニ・齋藤隆志：六甲山地の斜面崩壊災害，

阪神・淡路大震災一防災研究への取り組み，京都大学防

災研究所， pp.250-272, 1996 

奥西一夫：六甲山地の森林と斜面崩壊の特性（特に兵庫県

南部地震による斜面崩壊について），森林被害に強い森林

づくりのための基礎調査報告書，林野庁， pp.158-187,1997 

沖村 孝•吉田信之・奥西一夫・烏居宣之：兵庫県南部

地震により発生した六甲山系山地崩壊メカにズムの一考

察，京都大学防災研究所年報， Vol.40B 1, pp.115-125, 

1997. 

中川 鮮：廃棄物処理場の抱える技術的問題，法学セミ

ナー， 42-7,pp.27-29, 1997 

中川 鮮：豊かな水源地環境を守るために，千旦林自然を

守る会会誌，ふるさと， 11,ppl-10, 1997 

吉岡龍馬： C02-H20ー岩石系からみた山地地下水水質の化

学量論的解析，地下水技術， pp.51-57,1996. 

沖村 孝：六甲山系グリーンベルト構想，土木学会誌， 81

-4, p.44, 1996. 

沖村 孝：地盤災害の危険性は続いている，地域安全学会

ニューズレター， 21/22,pp.14-15, 1996. 

沖村 孝：防災空間の必要性，土木学会誌， 81-5, p.58, 1996. 

沖村 孝：マルチプルリスク手法を用いた豪雨被災ポテン

シャル評価手法に関する研究，（財）セコム科学技術振興

財団研究報告集， 15,p.24, 1996. 

沖村 孝：宅地変状の実態，森林を活用した震災地域復興

支援システムに関する調査研究報告書，震災復興緑と水

の研究会， 2.1-2.12, 1996. 

沖村 孝：豪雨による被災危険度評価，森林を活用した震

災地域復興支援システムに関する調査研究報告書，震災
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復興緑と水の研究会． 3.1-3.26, 1996. 

沖村 孝：研究発表レビュー「地震(1)」，新砂防， 49-3,p. 

58, 1996. 

沖村 孝：多様な情報の発信をめざして一関西支部の活

動ー，土と基礎． 44-11,pp.45-46, 1996. 

沖村 孝：斜面安定に関する基本的事項と山腹崩壊の予知，

現場技術者のための土質工学講習会，（社）地盤工学会関

西支部． pp.1-17, 1996. 

沖村 孝：兵庫県南部地震と斜面災害ー山腹斜面崩壊ー．

地すべり技術， 23-2,pp.38-44, 1996. 

沖村 孝：兵庫県南部地震による地盤被害（崩壊．造成地

変形）と地形情報．第 1回都市直下地震災害総合シンポ

ジウム論文集，文部省科学研究費補助金重点領域研究

「都市直下地震」総括班， pp.137-140, 1996. 

沖村 孝・鈴木弘之：防災論＿都市と災害ー，地球環境時

代の国土環境創造研究報告書．土木学に基づく国土環境

創造研究会， pp.187-199, 1996. 

沖村 孝：造成地被害の概要と教訓．阪神・淡路大震災と

建築行政等の記録，建築行政協会兵庫県支部編集，兵庫

県都市住宅部建築指導課監修． pp.156-162, 1997. 

沖村 孝：兵庫県南部地震による六甲山系の山腹崩壊．土

木学会岩盤力学委員会平成8年度研究報告会講演資料． pp.

1-15, 1997. 

沖村 孝：兵庫県南部地震と斜面災害ー宅地地盤災害ー，

地すべり技術， 23-3,pp. 62-69, 1997. 

沖村 孝・鳥居宣之：地震時山腹斜面崩壊機構の一例

ートップリング崩壊の例ー，神戸大学都市安全研究セン

ター研究報告， 1,pp.1-13, 1997. 

Takashi Okimura, Shinnji Morita, Shiro Kido and Teng Hye 

Koido : Deformation of Residential Areas and Mountain Slope 

Failures Caused by the Hyogo-ken Nanbu Earthquake and their 

Restoration, 神戸大学都市安全研究センター研究報告． 1，

pp.15-27, 1997. 

高田至郎・沖村 孝•田中泰雄：阪神・淡路大震災におけ

る都市基盤施設被害の地盤工学的研究．ひょうご科学技

術創造協会， 1997.

沖村 孝・鳥居宣之：六甲山系山腹斜面崩壊の分布と特徴，

神戸大学工学建設学科土木系教室兵庫県南部地震学術調

査団「被災メカニズム解析と復興に関する論文シリー

ズ」， 2-1,23p., 1997. 

沖村 孝・片山政和：宅地地盤被害の分布と特徴．神戸大

学工学建設学科土木系教室兵庫県南部地震学術調査団，

「被災メカニズム解析と復興に関する論文シリーズ」． 2-2,

17p., 1997. 

沖村 孝：地盤災害の復旧と復興，第15回神戸大学工学部

公開講座テキスト「震災復興と将来への展望」． pp.1-11,

1997 



沖村 孝：特集「六甲山系における地形災害と兵庫県南部

地震」によせて，地形， 18-3,pp.183-185, 1997. 

沖村 孝：都市防災発想の転換， KTC会誌， 45,pp. 16-20, 

1997. 

Takashi OKIMURA : Geomorphological Parameters and 

Ground Disasters Caused by Kobe Earthquake, 文部省科

学研究費重点領域研究「都市直下地震」， 1996年度研究概

要英文紹介

沖村 孝：地震と豪雨による山くずれ，大阪消防， 49-2,pp. 

16-17, 1998. 

沖村孝：宅地の被害，大阪消防， 49-3,pp.14-15, 1998. 

沖村 孝：兵庫県南部地震により発生した宅地地盤変形の

解析と対策，平成 8,9年度科学研究費補助金基盤研究

(C) (2)研究成果報告書，課題番号08650577,58p., 1998. 

沖村 孝： 1997.7豪雨による宝塚市内の山くずれ災害，

平成 9年度科学研究費補助金基盤研究 (C)(1)研究成果

報告書，課題番号09600003, 「1997年7月梅雨前線停滞に

伴う西日本の豪雨災害に関する調査研究」（研究代表者下

川悦郎）， pp.153-162,1998. 

川谷健・西勝・沖村孝・中山昭彦：浅層地盤構造と

地下水が盛土地盤および地下構造物の被害に及ぽす影

響ー動的解析による結果ー，特定研究「兵庫県南部地震

に関する総合的研究」平成9年度最終報告書， pp.55-64,

1008. 

沖村 孝・烏居宣之・片山政和・村上岳彦：宅地地盤に発

生した地盤変状被害の原因ー地震応答解析による結果ー，

神戸大学都市安全研究センター研究報告， 2, pp.1-17, 

1998. 

沖村 孝・鳥居宣之・永井久徳：地震後の降雨に伴う山腹

斜面崩壊の地形立地解析，神戸大学都市安全研究セン

ター研究報告， 2, pp.19-31, 1998. 

北岡豪ー：九重硫黄山におけるマグマ性流体の流出過程，

大分県温泉調査研究会報告， 49号， p.12, 1998.（印刷中）

北岡豪ー・大沢信ニ・大上和敏・由佐悠紀：トリチウムか

ら推定される九重硫黄山における深部水循環，大分県温

泉調査研究会報告， 48号， 21-30, 1997. 

由佐悠紀・北岡豪ー•福田洋一・大沢信ニ・馬渡秀夫：別

府地域の地震(2)，大分県温泉調査研究会報告， 48号， 7-12,

1997. 

北岡豪ー・大沢信ニ・大上和敏：九重硫黄山における噴気

と温泉水のトリチウム濃度，大分県温泉調査研究会報告，

47号， 21-28,1996. 

由佐悠紀·大沢信ニ・北岡豪ー•福田洋一：伽藍岳の地熱

調査(2)，大分県温泉調査研究会報告， 47号， 7-12,1996. 

由佐悠紀・北岡豪ー・竹村恵二•福田洋一・大沢信ニ・馬

渡秀夫：別府地域の地震，大分県温泉調査研究会報告， 47

号， 13-20,1996. 
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千木良雅弘・千葉達朗：秋田県鹿角市八幡平地すべり・土

石流災害に関する調査研究 3. 2地すべりの地質構造，

平成 9年度科学研究費補助金基盤研究（C)研究成果報

告書（研究代表者柳沢栄司）， pp.81-95, 1998. 

中田英ニ・千木良雅弘：貫入岩周辺での物質移動と変化．

月刊地球， 216,pp.364-369, 1997. 

諏訪 浩：土砂災害とその教訓，オペレーションズ・リ

サーチ， Vol.43, No. 6, pp. 324-328, 1998. 

諏訪 浩：崩壊・土石流の実態，姫川支川蒲原沢土石流災

害と危機管理に関する調査研究 第 5章，土木学会蒲原

沢土石流災害調査特別委員会， pp.30-44, 1998. 

Suwa H. Ou G. Tang B. and S. Liu : Slope hazards by the 3 

February 1996 Lijiang Earthquake in Yunnan, China, Report of 

Grant-in-Aid No.0730028 of Japanese Ministry of Education, 

Science, Sports and Culture pp.157-166, 1997. 

諏訪 浩・沢田豊明・新井宗之・高橋保・水山高久：粘

性土石流の発生・流動・堆積のメカニズムと対策，京都

大学防災研究所年報， 40, 特別号， pp.159-166, 1997. 

諏訪 浩： 1996年12月6日蒲原沢土石流の復元，月刊地球，

Vol.19, No.10, pp. 612-618, 1997. 

諏訪 浩：土石流の流下・堆積過程，（社）地盤工学会「1996

年12月6日蒲原沢土石流報告」， pp.40-47, 1997. 

諏訪 浩・西村公志•松村正三・山越隆雄：蒲原沢土石流

の復元，文部省科研費（課題番号08300017) 「1996年長野

県小谷村の土石流災害調査研究」報告書， 7-1~7-20,1997. 

奥西一夫・横山康ニ・齊藤隆志：六甲山地の斜面崩壊災害，

阪神・淡路大震災，一防災研究への取り組みー，京都大

学防災研究所， pp.250-272, 1996. 

Saito, T. : An Estimation of Variation of Surface Saturation 

Zone as a Source Area of Direct Runoff, Proceedings of Japan 

-Sino Geomorphological Meeting, pp.105-106, 1996. 

Shiraiwa, T., Saito, T., Shoji, H., Taguchi, Y., Abo, 

T., Yamamoto. Y., lnagawa, Y. Yokoyama. K. and 0. 

Watanabe : Glaciological Data Collected by the 35th Japanese 

Antarctic Research Expedition during 1994-1995, JARE 

DATA REPORTS, No. 211, pp.1-69, 1996. 

嘉門雅史．勝見武・応長雲・宮武一都：酸性雨が化学

安定処理土の耐久性に及ぽす影響，京都大学防災研究所

年報，第39号B-2, 27-36, 1996. 

勝見武・林春男・楡井久・嘉門雅史：阪神・淡路大

震災における災害廃棄物の発生と処理の実態について，

京都大学防災研究所年報，第39号B-2, 37-50, 1996. 

嘉門雅史・川前修平：海底洪積粘土地盤の物性パラメータ

と粘土鉱物分布との相関について，京都大学防災研究所

年報，第40号B-2, 19-30, 1997. 

嘉門雅史．勝見武・乾徹：建設汚泥の連続脱水・固化

処理システムによる再資源化，京都大学防災研究所年報，



第40号B-2, 47-59, 1997. 

嘉門雅史・顧歓達．勝見武•井真宏：下水汚泥焼却

灰やアルミニウム汚泥を用いた石灰系安定処理土に関す

る研究．京都大学防災研究所年報．第40号B-2, 61-73, 

1997. 

赤井智幸•福田光治・楠部義夫・嘉門雅史：ジオシンセ

ティック水平排水材を用いた粘性土補強盛土．基礎工．

Vol.24, No.12, pp. 74-77, 1996. 

嘉門雅史：地盤改良材への利用，コンクリート工学． Vol.

35, No. 7, pp. 53-56, 1997. 

Mimura, M. : RI-CPT and numerical assessment for the process 

of penetration, Proc. 6th NTU-KU-KAIST Tri-Lateral Seminar 

/ Workshop on Civil Engineering, 221-226, 1996. 

佐々恭二•福岡 浩 (1996)：兵庫県南部地震で発生した

高速運動地すべり，防災研究所「阪神・淡路大震災研究

報告書」． pp.182-211. 

佐々恭二 (1996)：第 3章 1節 地盤災害ーはじめに，防災

研究所「阪神・淡路大震災研究報告書」， pp.172-181.

福岡 浩・佐々恭二 (1996)：過剰間隙水圧の発生を考慮

した仁川地すべりの地震時斜面安定解析．防災研究所

「阪神・淡路大震災研究報告書」， pp.212-226. 

佐々恭ニ・福岡浩・竹内篤雄・末峯章・阪本哲・沖

村 孝・釜井俊孝 (1996)：兵庫県南部地震で発生した地

すべりのメカニズム．平成 7年兵庫県南部地震の被害調

査に基づいた実証的分析による被害の検証．平成 7年度

科学研究費（総合研究A, 課題番号07300005, 代表：藤

原悌三）．第 3編， pp.98-120.

佐々恭二(1996)：地震による都市域地盤の崩壊と災害の巨

大化，京都大学防災研究所年報A, pp. 35-50. 

佐々恭二（主査）他 9名 (1996)：第 6章丘陵・山地．阪

神・淡路大震災調査報告書（解説編）．地盤工学会阪神大

震災調査委員会， pp.263-283. 

佐々恭二（主査）他 9名 (1996)：第6章丘陵・山地，阪

神・淡路大震災調査報告書，資料編， Vol.1, 地盤工学会

阪神大震災調査委員会． pp.707-834. 

佐々恭二 (1996): GPS（人工衛星測量）を用いた危険斜面

の判定と監視，科学研究費補助金研究成果報告書(No.

05404076), 99頁．

佐々恭二，福岡浩． i王 発 武 (1997)：リングせん断試

験による堆積土砂（風吹火山噴出物）の流動化， 1996年

長野県小谷村の土石流災害調査研究，科学研究費補助金

研究成果報告書 (No.08300017),pp.10-1 ~10-12. 

佐々恭二（1997)：蒲原沢土石流一崩壊誘起土石流の事例研
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高橋 保：砂防基本計画再考，砂防と治水， Vol.30,No.5, 

pp. 6-8, 1997. 

高橋 保：どの程度安全であればよいのか，電気学会誌，

Vol.117, No.2, p. 1, 1997. 

高橋 保：貯水池の堆砂問題，水文・水資源学会誌，

Vol.10, No.2, pp.121-122, 1997. 

中Jll ー・高橋 保・澤田豊明・石橋晃睦： GISを用いた

避難行動の解析 一岐阜県吉城郡上宝村栃尾地区周辺を

対象に一，京都大学防災研究所年報，Vol.40B-2, pp.397 

-407, 1997 

中川 一・中北英一：中国国家水害防止プロジェクトセミ

ナーに参加して 一洞庭湖の水害調査と三峡ダムの視

察ー，河川災害に関するシンポジウム，自然災害総合研

究班， pp.31-48, 1997. 

椎葉充晴・立川康人・市川温・榊原哲由：河川流域地

形の新しい数理表現，京都大学防災研究所年報，第40号，

B -2, pp.123-136, 1997. 

市川温•佐藤康弘・椎葉充晴・立川康人：長短期流出

に対応する水田モデルの構築と構造的モデル化法による

その要素モデル化，京都大学防災研究所年報，第40号，

B -2, pp.145-158, 1997. 



立川康人・椎葉充晴・市川温：予測更新システムの逐次

重み更新手法を導入した実時間流出予測．京都大学防災

研究所年報，第40号． B-2,pp.159-167, 1997. 

立川康人・ニルパマ・椎葉充晴：水循環モデルのモデルパ

ラメータ比較ーー日本とタイの違いについて．第 5回水

資源に関するシンポジウム． pp.719-722, 1997. 

立川康人：陸面•海洋一大気相互作用研究会「陸面モデ

ルと流出モデル」の報告，天気． 44(6),pp.49-52, 1997. 

椎葉充晴・市川温・柴田研・榊原哲由・村上将道・高悼

琢馬：構造的モデリングシステムにおける要素間反復計

算の実現と河道網流れの追跡計算への適用，京都大学防

災研究所年報．第39号． B-2, pp. 383-398, 1996. 

Nirupama, Tachikawa, Y., Shiiba, M. and Takasao, T. : A 

simple water balance model for a mesoscale catchment based 

on heterogeneous soil water storage capacity, Bulletin of 

DPRI, Kyoto University, vol. 45, parts 2, 3, No.391, pp.61 

-83, 1996. 

市川温・椎葉充晴・高悼琢馬：地形特性と状態量の空間

的分布を考慮した流出系モデルのスケールアップ，

京都大学防災研究所年報，第39号． B-2, pp.399-414, 

1996.. 

高山知司・吉岡 洋：海岸・港湾構造物の被害と機能低下．

阪神・淡路大震災一防災研究への取り組みー．京都大学

防災研究所， Vol.39B 2, pp.328-335, 1996. 

間瀬 肇：透水性を有する海底起伏による波浪の Bragg

散乱．ながれ．第15巻，第3号， pp.195-203, 1996. 

間瀬 肇：透水性を有する海底起伏による波浪の変形．京

都大学数理解析研究所講究録， No.949,pp.220-228, 1996. 

Yoshioka, H. : Wave-Current Observations at the Jepara Coast, 

Proc. Workshop on Disasters Caused by Floods and 

Geomophological Changes and Their Mitigations, Yogyalcarta, 

Indonesia, Ministry of Public Works, Indonesia, pp. 78-91, 1996 

間瀬肇・高山知司•藤木繁男・國富将嗣・大谷寛：親

水化に伴う防波堤の耐波安定性に関する実験的研究．京

都大学防災年報， Vol.40B 2, pp.461-472, 1997. 

間瀬 肇：構造物の設計とニューラルネットワーク． 1997

年度（第33回）水工学に関する夏期研修会講義集， B

コース， pp.B-7-1-B-7-20, 1997. 

河合弘泰・高山知司・鈴木康正•平石哲也：潮位変化を考

慮した防波堤堤体の被災遭遇確率．港湾技術研究所報告，

第36巻第4号， pp.3-41, 1997. 

Takayama, T. : Characteristics of tsunami disaster and counter-

measures against tsunami in Japan, Proc. 4th Japan-Chinese 

(Taipei) Joint Seminar on Natural Hazard Mitigation, Kyoto, 

Japan, pp.183-190, 1997. 

高山知司•吉岡 洋・西田善道・山元淳史・岩井 卓•原

正典・鳥井正志•関田欣治：多点プイ係留時の大型タ

ンカーの動揺と係留力の現地観測，京大防災研年報， Vol.

40 B 2, pp.473-484, 1997. 

高橋重雄・半沢 稔•佐藤弘和・五明美智男・下迫健一郎

・寺内 潔・高山知司・谷本勝利：期待被災度を考慮し

た消波ブロックの安定重量，港湾技術研究所報告，第37

巻第1号， pp.3-32, 1998. 

井上和也・戸田圭一・栗原 哲・武田 誠・谷野知伸：洪

水ハザードマップ作成についての一考察，京都大学防災

研究所年報， Vol.39 B -2, pp. 459-482, 1996. 

武田 誠・上塚哲彦•井上和也・戸田圭一・林秀樹：都

市域における嵩潮氾濫解析，京都大学防災研究所年報，

Vol.39 B-2, pp.499-518, 1996. 

戸田圭ー•井上和也・大本雄ニ・府川 新：地下河川の流

入立坑部の水理特性，京都大学防災研究所年報． Vol.39

B -2, pp.483-497, 1996. 

武田 誠•井上和也・戸田圭ー・川池健司：高潮ハザード

マップと避難対策に関するニ・三の検討，京都大学防災

研究所年報， Vol.40B -2, pp.445-460, 1997. 

細田 尚・多田彰秀・岩田通明・村本嘉雄・古八健夫：地

下水路系で生じる過渡水理現象の解析法とその応用に関

する研究，京都大学防災研究所年報， Vol.40B -2, pp. 

425-432, 1997. 

井上和也・戸田圭ー・程 暁陶・長田信寿・武田 誠：中

国およびベトナムの大都市における水災害の実態とその

対策，京都大学防災研究所年報． Vol.40B-2, pp.323 

-331, 1997. 

井上和也 •Herath, A. Srikantha ・泉 典洋：オーデル川

の洪水氾濫について，平成9年度河川災害に関するシンポ

ジウム講演集， pp.1-18, 1998. 

5.大気災害研究部門

(1)著書

(2)研究論文（審査付き論文）

Naito,N. and H.Muramatsu : Preliminary Analysis of Tempera-

ture Change due to Synoptic Scale Disturbances at Showa Sta-

tion, Antarctica in Winter, Proc.NIPR Symposium Polar 

Meteology and Glaciology,No.I O,pp.82-91, 1996 

Satomura, T. : Supplement to "Numerical simulation of lee-wave 

events over the Pyrenees",J.Meteor.Soc.Japan,Vol.74,pp.147-

153,1996 

K.Mabuchi,Y.Sato,H.Kida,N.Saigusa and T.Oikawa: A Bio-

sphere-Atmosphere Interaction Model(BAIM) and its Primary 

Verification Using Grassland Data, Papers in Meteorology and 

Geophysics,Vol.47,pp.115-140,1997 
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南 宏和，奥田泰雄，川村純夫：一様流中の懸垂膜のフ

ラッターの実験とその限界条件， 日本風工学会誌，第66

号， pp.27-34, 1996. 

Katsura J. : Some conceptions for flow pattern formation 

around bluff bodies in natural winds, J. Wind Eng. & lndust. 

Aerodyn. Vol.66, pp.1-15, 1997. 

Y. Okuda, J. Katsura and S. Kawamura : Local Severe Suctions 

on the Side of a Prism Model on a Field, Journal of Wind En-

gineering and Industrial Aerodynamics, Vol.72, pp.23-32, 

1997. 

Cannichael,G.R., M.S.Hong, H.Ueda, L.-L.Chen, K.Murano, 

J.K.Park, H.Lee, Y.Kim, C.Kang, and S.Shim : Aerosol Com-

position at Cheju Island, Korea, J.Geophys. Research, Vol. 

102, No.D5, pp.6047-6061, 1997. 

Chen,L.-L., G.R..Cannichael, M.S.Hong, H.Ueda, S.Shim, 

C.H.Song, Y.P.Kim, H.Arirnoto, I.Prospero, D.Savoie, K. 

Murano, J.K.Park, H.-G.Lee, and C.Kang : Influence of Con-

tinental Outflow Events on the Aerosol Composition at Cheju 

Island, South Korea, J.Geophys. Research, Vol.102, No. 

D23, pp.28551-28574, 1997. 

丸山 敬・丸山勇祐． w.ロディ・平岡久司：人工的に発

生させた流入気流を用いた LESによる乱流境界層の計

算 第14回風工学シンポジウム論文集， pp.217-222,1996. 

奥田泰雄，桂 順治，塚原康平：自然風中に置かれた 3次

元角柱模型の加わる風圧力その 2.流形形成による風圧

力発生条件，第14回風工学シンポジウム論文集， pp.275-

280, 1996. 

istry and Future Global Environment, pp.474-476, 1997. 

Sha, W. and H.Ueda : Direct Numerical Simulation on Spiral 

Taylor-Gutler Vortex in Spherical Couette flow, CGER's 

Supercomputer Activity Report, Vol.5, pp.51-55, 1997. 

光田寧•藤井健：台風時における気圧場から計算した風

速と実測された風速との関係，京都大学防災研究所年報，

Vol.40 B 1, pp.165-172, 1997. 

野沢徹：海風により発達する内部境界層の数値シミュ

レーション，京都大学防災研究所年報， Vol.40B 1, pp. 

173-177, 1997. 

堀口光章・光田寧： 1991年 1月奄美大島における下層雲

と境界層の観測結果について（第2報），京都大学防災研究

所年報， Vol.40B 1, pp.179-188, 1997. 

姜錫在・植田洋匡：東アジアの大気汚染物質越境長距離

輸送に関する数値研究，化学工学論文集， Vol.23, No. 5, 

pp. 346-355, 1997. 

下原孝章・大石興弘・村野健太郎・植田洋匡：代理表面法

を用いた乾性沈着の評価 I．乾性沈着面上での蒸散と化

学反応の影響，大気環境学会誌， Vol.32, No. 4, pp. 350-

361, 1997. 

鵜野伊津志・若松伸司・植田洋匡・村野健太郎・酒巻史郎

・栗田秀実・薩摩林光・宝来俊一：春季の移動性高気圧

通過時の九州地域での二次汚染物質と火山性SO2の挙動，

大気環境学会誌， Vol.32, No. 6, pp.404-424, 1997. 

植田洋匡：熱的に誘起される局地風とその中での重力流の

挙動，日本気象学会関西支部例会講演要旨集第79号， pp.l

-7, 1997. 

T.Maruyama, W.Rodi, Y.Maruyama and H.Hiraoka : LES Sim-

ulation of the turbulent boundary layer behind roughness ele-

ments using an artificially generated inflow.The 4th Asia-Pacif-

ic symposium on wind engineering, volume of abstract, pp.371 

-374, 1997. 

(3)研究報告（審査なし論文）

Sha, W., K.Nakabayashi and H.Ueda : Accurate Second-order 

Approximation Factorization Method for Time-dependent 

Incompressible Navier-Stokes Equations in spherical polar 

coodinates, Proc. 10th International "Couette-Taylor" Work-

shop, 15-18 July, 1997, Paris, 1997. 

Kang,S.-J. and H.Ueda : Deposition of Nitric and Sulfric Air 

Pollutants over the Japan Sea Surface, Proceedings of 

CREAMS'97 International Symposium, pp.43-47, 1997. 

Kang,S.-J., W.Sha and H.Ueda: Long-range Transport of Air 

Pollutants in the East Asia, Proceedings of 3rd International 

Joint Seminar on the Regional Deposition Processes in the At-

mosphere, pp.131-140, 1997. 

Ueda,H., T.Morishita and S.-J.Kang : Multicomponent Gas-liq-

uid-solid Equilibrium in Urban Atmospheric Aerosols, Pro-

ceedings of International Symposium on Atomospheric Chem-
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岩嶋樹也：都市域その周辺における大気メタン・オゾンに

関する解析，日本気象学会関西支部例会講演要旨集，第79

号，pp.19-22,1997. 

岩嶋樹也・村松久史：都市とその周辺における大気メタン

濃度とその変動 (III)，情報文化研究（名古屋大学情報文

化学部・大学院人間情報学研究科），第 5号，pp.29-

51,1997. 

岩嶋樹也・村松久史：都市とその周辺における大気メタン

濃度，京都大学防災研究所年報，第 5号， B-2, pp.219 

-229, 1997. 

西憲敬・坂本和幸：熱帯対流圏における大規模擾乱の鉛

直構造について第11回大気圏シンポジウム， pp.29-32,

1997. 

村松久史：気象に関わる大気組成の研究，京都大学防災研

究所年報，第40号A,pp.33-45, 1997. 

豊田賢二郎・村松久史：全球3次元対流圏化学・輸送モデ

ルの開発，京都大学防災研究所年報，第40号B-2,pp.169

-180, 1997. 



新添多聞・村松久史：対流曝硫黄酸化物の生成・消滅に対

する雲の影響，京都大学防災研究所年報，第40号B-2,pp.

181-199, 1997. 

木田秀次・市川栄雄：領域気候モデルの開発について(3),

京都大学防災研究所年報，第40号 B -2,pp.231-

243,1997. 

木田秀次：大気大循環による物質の輸送と拡散，日本流体

力学会誌（ながれ）， vol.16-1,pp.7-14, 1997. 

里村雄彦•佐藤 薫：地形性重力波の発生・鉛直伝播に関

する数値実験，平成7年度RASC電波科学計算機実験・電

算機共同利用・ STEPシミュレーションシンポジウム講演

資料集， pp.71-74, 1997. 

里村雄彦：局地循環一積雲と海陸風を中心として一，日本

気象学会関西支部第19回夏季大学テキスト， pp.27-

40,1997. 

中村 一・里村雄彦・加藤輝之・渡辺 明・郷田治稔：第

11回メソ気象研究会の報告，天気， Vol.44,pp.821-

824, 1997. 

里村雄彦•佐藤薫：定在重力波の励起と大規模場の相互作

用に関する数値実験，平成8年度京都大学電波科学計算機

実験装置および電算機共同利用研究成果報告書， pp.9-

12,1997. 

水越祐一・里村雄彦：京都のしぐれについて，関西支部年

会講演予稿集， pp.22-25, 1997. 

溝口貴浩・里村雄彦：近畿地方におけるレーダーエコーの

発生パターン，関西支部年会講演予稿集， pp.26-29, 1997. 

重 尚ー・里村雄彦：メソ対流系の重力波励起について，

関西支部例会講演要旨集， Vol.79,pp.23-26, 1997. 

村松久史：最近のオゾン層等の状況，かんきょう，第21巻，

pp.6-8, 1996. 

高田 望•田中正昭：複雑な地形•海陸分布上の海風の動

態，京都大学防災研究所年報，第39号B-2,pp.177-

192,1996. 

佐々木秀孝•佐藤康雄・小出 孝・木田秀次：日本の冬と

夏の気候シミュレーション，気象研究所研究発表会誌

（平成8年度）， pp.71-83, 1996. 

木田秀次・市川英雄：局地気候モデルの開発について(2),

京都大学防災研究所年報，第39号 B-2, pp.193-

206,1996. 

岩嶋樹也・村松久史：都市とその周辺における大気メタン

濃度とその変動 (I)，情報文化研究（名古屋大学情報文

化学部・大学院人間情報学研究科），第 3号， pp.1-

22,1996. 

岩嶋樹也・村松久史：都市とその周辺における大気メタン

濃度とその変動 (II)，情報文化研究（名古屋大学情報文

化学部・大学院人間情報学研究科），第 4号， pp.41-

64, 1996. 

里村雄彦：チェルノプイリ原子力発電所事故による放射能

汚染物質の長距離拡散・沈着の数値シミュレーション，

原子力緊急時と保険物理に関する専門研究会報告書， pp.

69-78, 1996. 

丸山 敬・丸山勇祐 •W.Rodi ・平岡久司：人工流入気流

を用いたLESによる乱流境界層のシミュレーション，第12

回生研NSTシンポジウム．， pp.45-52, 1997. 

丸山 敬・丸山勇祐． W.Rodi・平岡久司： LESによる乱

流境界層の数値計算のための流入変動気流の生成，京都大

学防災研究所年報，第40号B-1,pp.139-151, 1997. 

丸山 敬：乱流境界層のLESによる計算において流入境界

における乱流性状の違いが及ぽす影響について．第 8回計

算流体シンポジウム， pp.345-346, 1997. 

桂 順治：非定常現象の相似則，日本風工学会誌，第68号，

pp. 49-54, 1996. 

桂 順治：バングラデシュの'96竜巻災害調査記，日本風

工学会誌，第69号，pp.23-32, 1996. 

丸山 敬・丸山勇祐． w.ロディ：測定データを用いた乱

流境界層内の風速変動シミュレーション，日本建築学会

大会学術講演梗概集，．pp.149-150, 1996. 

奥田泰雄，桂 順治，塚原康平：自然風中に置かれた角柱

模型に加わる風圧力の計測，京都大学防災研究所年報第39

号B-1, pp.95-105, 1996. 

光田寧•石川裕彦・上原真一：軸対称渦に関する数値

実験，京都大学防災研究所年報， Vol.39B -1, pp.119 

-128, 1996. 

光田寧•藤井健：台風の風速と被害との関係について，

京都大学防災研究所年報， Vol.39B -1, pp.129-134, 

1996. 

光田寧・岩田徹：ソーダで測定した上空風と地表風の

関係について，京都大学防災研究所年報， Vol.39B-1, 

pp.135-141, 1996. 

板野稔久・光田寧：中国北西部河西回廊の降雨について，

京都大学防災研究所年報， Vol.39 B -1, pp.143-150, 

1996. 

森征洋・堀口光章・渡辺孝行：風速計の特性について

(m)一矢羽根の動特性ー，香川大学教育学部研究報告II'

Vol.46, pp.61-74, 1996. 

6.災害観測実験センター

(1)著書

(2)研究論文（審査付き論文）

Sekiguchi, H., K. Kita, K. Hashimoto and H. Katsui : Defor-

mation of Composite Breakwaters due to Grand Shaking, Soils 
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神田 径・歌田久司・鍵山恒臣•田中良和・雲仙火山電磁
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辻基宏・大石 哲・中北英一・池淵周ー：雨滴生成量を

考慮した短時間PMP推定に関する一考察，土木学会水工
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過程を考慮した豪雨に及ぽす地形の影響に関する数値実

験的研究，土木学会水工学論文集第41巻， pp.117-122,
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石井将幸・村上 章・長谷川高士：不完全貰入遮水壁の効

果を考慮した水平二次元被圧地下水流動解析，農業土木
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-506, 1996. 

Nakagawa, K., E.Nalcakita, S.lkebuchi, T.Sato and T. 
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（総合防災研究部門） する調査研究

藤原悌三
基盤研究A

建築構造物の広域観測技術の確立と設計 平成 7~
9,600 代表

（総合防災研究部門） 用地震動評価への適用 9年度

藤原悌三
総合研究A

平成 7年兵庫県南部地震の被害調査に基
平成 7年度 54,000 代表

（総合防災研究部門） づいた実証的分析による被害の検証

藤原悌三 重点領域研究 直下型地震による居住空間の被害と防災
平成8年度 2,800 代表

（総合防災研究部門） 1 計画に関する研究

藤原悌三
国際学術研究

都市域の地震危険度予測と検証に関する 平成 9~
22,300 代表

（総合防災研究部門） 日中共同研究 10年度

鈴木祥之
基盤研究B

構造物の不確定モデリングと信頼性評価 平成 7~
3,900 代表

（総合防災研究部門） に関する研究 8年度

鈴木祥之
基盤研究A

建築構造物の制震システムに関する理論 平成 8~
10,300 代表

（総合防災研究部門） 的・実験的研究 9年度

鈴木祥之 重点領域研究 阪神・淡路大震災による木造建物の解明
平成8年度 3,800 代表

（総合防災研究部門） 1 と耐震対策

入倉孝次郎
総合研究A

強地震予測に関する総合的研究 平成 5年～
10,400 代表

（地震災害研究部門） 7年度

入倉孝次郎
試験研究B

地震防災を目的とした地震動情報の即時 平成 7~
15,500 代表

（地震災害研究部門） 伝達システムに関する研究 9年度

入倉孝次郎 国際学術研究 強地震動に関する日仏共同研究 平成 7~
6,400 代表

（地震災害研究部門） （共同研究） 8年度

入倉孝次郎 重点領域研究 活断層の危険度評価と強振動予測 平成 8~
88,000 代表

（地震災害研究部門） （計画研究） 11年度

入倉孝次郎 国際学術研究 直下地震による地震動と地震災害に関す 平成 9~
6,000 代表

（地震災害研究部門） （共同研究） る日米共同研究 10年度

Grant by National Earthquake Hazard Reduction 
United States Program(Extemal Research) 

37,000 入倉孝次郎
Dethpe artmInteerinot ro, f 

1995. 4 ~ 
InPrivesnticgipatal or 

（地震災害研究部門） 1996. 3 USD 

GeSourvlogeiy cal 

-254-



氏 名 研究種別 題 目 年 次 交（千円）
代表・

分担

岩田知孝
奨励研究

近地広帯域強振動観測ネットワーク記録を
平成7年度 1,200 代表

（地震災害研究部門） 用いた強振動分布の早期推定に関する研究

岩田知孝
基盤研究c 全国に展開された強震観測網記録を用い 平成9~

1,800 代表
（地震災害研究部門） た地震波サイト特性の評価 10年度

佐藤忠信
総合研究A

災害科学に関連する各種データベースの 平成5~
1,800 代表

（地震災害研究部門） 現状把握と総合化に関する研究 6年度

佐藤忠信
一般研究C

断層破壊過程を考慮したフイフフイン系 平成 5~
1,600 代表

（地震災害研究部門） の耐震設計用地震動の予測 6年度

佐藤忠信 研究成果 自然災害資料データベース
平成 6年度 7,350 代表

（地震災害研究部門） 公開促進費

佐藤忠信
一般研究c リアルタイム震災制御のための実時間条

平成 7年度 1,500 代表
（地震災害研究部門） 件付き振動予測法

佐藤忠信
基盤研究B

バリアブルダンパーを用いた土木構造物 平成8~
6,100 代表

（地震災害研究部門） の振動制御機構の開発 10年度

佐藤忠信
基盤研究c リアルタイム地震動ゾーニング手法の開

平成8年度 1,700 代表
（地震災害研究部門） 発

北 勝利
奨励研究A

混成式防波堤の大波性に関する遠心力場
平成 8年度 1,000 代表

（地震災害研究部門） 波浪実験と波浪応答解析

澤田純男
基盤研究B

サーボ型速度計を用いた地盤永久変位セ 平成 8~
3,000 代表

（地震災害研究部門） ンサーの開発 10年度

澤田純男
奨励研究A

散乱波の影響を考慮した多層地盤の地盤 平成 9~
2,200 代表

（地震災害研究部門） 振動特性の評価法に関する研究 10年度

佐藤忠信 日刊科学協力事業 条件付き時空間場のシステム同定とそれ
平成 9年度 897 代表

（地震災害研究部門） (B本学術振興会） を用いた構造物の自動損傷検出システム

國枝治郎
一般研究c シェル・ラチスドームの安定限界外力，

平成 6年度 2,000 代表
（地震災害研究部門） 特に地震強度の解析に関する基礎研究

國枝治郎
基盤研究B2

屋根型円筒シェル・ラチス構造の地震応 平成8~
6,800 代表

（地震災害研究部門） 答特性に関する研究 9年度

諸 岡 繁洋
奨励研究A

球型シェル構造の地震応答挙動における 平成 9~
2,340 代表

（地震災害研究部門） モード連成作用効果の解析的研究 10年度

野中泰二郎
基盤研究B2

鉄骨筋かい材挙動における曲げ座屈・局 平成 8~
代表

（地震災害研究部門） 部座屈・構面外座屈の相関 9年度 6,000 

中島正愛
一般研究B

鋼の材料特性のばらつきによる鋼構造部 平成 5~
5,900 代表

（地震災害研究部門） 材性能の変動の定量化 6年度

中島正愛
試験研究B1 

自己学習型耐震実験手法の開発 平成 5~
7,400 代表

（地震災害研究部門） 6年度

中島正愛
基盤研究B

構造部材に要求される塑性変形量とその 平成 7~
5,700 代表

（地震災害研究部門） 変動の定量化 8年度

中島正愛
基盤研究A

鉄骨柱はり溶接接合部の破壊特性に及ぼ 平成8年～
11,900 代表

（地震災害研究部門） す溶接法・載荷速度・載荷履歴の影響 10年度

中島正愛
重点領域研究

長周期パルスを受ける免震構造物の最大
平成9年度 2,200 代表

（地震災害研究部門） 変形予測

奥西一夫
基盤研究B

土壌凍結が斜面の安定性に与える影響 平成 9~
5,000 代表

（地盤災害研究部門） 11年度

諏訪 浩
基盤研究B2

噴火前後の火山斜面における水文・土砂 平成8~
6,000 代表

（地盤災害研究部門） 流出特性変化のメカニズム 10年度

嘉 門 雅史
一般研究B

廃棄物による地盤環境災害の防止技術に 平成 5~
7,000 代表

（地盤災害研究部門） 関する調査研究 7年度

嘉門雅史 試験研究B
海底洪積年度地盤の長期沈下に関する設

平成 6~

（地盤災害研究部門） （基盤研究Al)
計パラメーターの同定のための研究

8年度
1,010 代表

嘉門雅史
基盤研究C2

環境質による地盤環境影響評価とその制 平成 6~
1,010 代表

（地盤災害研究部門） 御に関する研究 8年度

三村 衛
奨励研究A

電気比抵抗コーン貫入試験による液状化
平成6年度 900 代表

（地盤災害研究部門） 評価手法の開発

ニ村 衛
基盤研究C2

ALE有限要素法を用いた大変形問題解析
平成8年度 1,900 代表

（地盤災害研究部門） 手法の開発

三村 衛
基盤研究C2

ALE有限要素法を用いた大変形問題解析 平成9~
2,400 代表

（地盤災害研究部門） 手法の開発 10年度

勝見 武
奨励研究A

建設分野への廃棄物有効利用システム構
平成6年度 900 代表

（地盤災害研究部門） 築の試み
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氏 名 研究種別 題 目 年 次
交付金額 代表・

（千円） 分担
勝見 武

奨励研究A
地盤工学分野への廃棄物有効利用システ 平成 9~

2,200 代表
（地盤災害研究部門） ム構築と地盤環境影響評価 10年度

佐々 恭二
一般研究A

GPS（人工衛星測量）を用いた危険斜面の 平成 5~
26,100 代表

（地盤災害研究部門） 判定と監視 6年度

佐々 恭二
国際学術研究

大規模高速地すべりの発生・運動予測法 平成6~
9,716 代表

（地盤災害研究部門） の開発 8年度

佐々 恭二
重点領域研 2

都市周辺斜面の地震時危険度評価の研究
平成 9年度 2,100 代表

（地盤災害研究部門）

嵩橋 保
試験研究B2

土石流の調節・制御に関する研究 平成 6~
7,600 代表

（水災害研究部門） 7年度

高橋 保
一般研究B

火砕流の発生と流動の機構に関する研究 平成 6~
3,700 代表

（水災害研究部門） 7年度

中川 環境変化を考慮した湾域都市における高潮

（水災害研究部門）
一般研究C

・洪水氾濫災害の危険度評価に関する研究
平成 6年度 600 代表

中川 山地流域における土砂の生産・流出の数

（水災害研究部門）
奨励研究A

値シミュレーションに関する研究
平成 6年度 700 代表

椎葉充晴
試験研究B2

流域特性のメッシュ集中化によるマクロ 平成 6~
1,600 代表

（水災害研究部門） 水文モデルの開発 7年度

間瀬 肇
ニューラルネットワークを用いた海岸・

平成 6~

（水災害研究部門）
試験研究B 河川構造物の設計計算支援システムの開発

8年度
5,600 代表

井上和也
一般研究B

沿岸水域の埋立とその水防災に関する研
平成6年度 5,900 代表

（水災害研究部門 究

高橋 保
総合研究A

自然災害科学の基本課題の解決への総合
平成 7年度 12,500 代表

（水災害研究部門） 的研究

高橋 保
国際学術研究

粘性土石流の予測と対策に関する研究 平成 7~
12,200 代表

（水災害研究部門） 9年度

中川 流木群の流動を伴う水理現象に関する研 平成7~

（水災害研究部門）
一般研究c

究 8年度
2,100 代表

高橋 保
基盤研究A

地震時山地崩壊分布の予測と二次災害の 平成8~
8,900 代表

（水災害研究部門） 防御に関する研究 9年度

高橋 保
基盤研究B

地上における高速固気混相流（火砕流及 平成8~
4,200 代表

（水災害研究部門） び雪崩）の流動機構 9年度

椎葉充晴
基盤研究C2

水循環に対する人間活動のインパクトの 平成8~
2,200 代表

（水災害研究部門） モデル化とその流域水循環モデルヘの導入 9年度

井上和也
基盤研究B2

都市水害の予測とそのハザードマップへ 平成8~
5,500 代表

（水災害研究部門） の応用に関する研究 9年度

立川康人
奨励研究A

全球地表面粗度データセット作成アルゴ
平成8年度 1,100 代表

（水災害研究部門） リズムの開発

間瀬 肇
基盤研究c 不規則波浪の非線形平面変形モデルの構 平成8~

2,200 代表
（水災害研究部門） 築と現地波浪への適用 9年度

里深好文
奨励研究A

火砕流の流動・堆積に関する数値シミュ
平成 8年度 900 代表

（水災害研究部門） レーション

立川康人
奨励研究A

衛星レーダー画像によるアジア・モン
平成 9年度 1,400 代表

（水災害研究部門） スーン域地表面粗度マップの作成

里深好文
奨励研究A

山地流域からの降雨・土砂の流出に関す
平成9年度 1,000 代表

（水災害研究部門） る研究

西 憲敬
奨励研究A

熱帯対流圏上部の大規模擾乱の解析
平成8年度 1,000 代表

（大気災害研究部門）

田中正昭
基盤研究A

実時間的な台風災害予測法 平成 9~
5,100 代表

（大気災害研究部門） 10年度

桂 順治
一般研究B

自然風中の風向風速変化による高層建物縮 平成6~
7,200 代表

（大気災害研究部門） 尺模型まわりの流れ場の形成に関する研究 8年度

谷池義人
一般研究B

竜巻時の非定常風力に関する研究 平成6;._,
2,900 代表

（大気災害研究部門） 8年度

奥田泰雄
奨励研究A

角柱側面上に形成される円錐状渦の形成
平成8年度 1,000 代表

（大気災害研究部門） 条件に関する研究

桂 順治
基盤研究C2

接地境界層における240面体型変動大気 平成9~
1,200 代表

（大気災害研究部門） 圧検出器の試作 10年度

丸山 敬
基盤研究C2

建物周りの非定常流れ場の数値計算に用 平成9~
2,300 代表

（大気災害研究部門） いる流入変動風速の生成に関する研究 10年度
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奥田泰雄
奨励研究A

角柱側面上に形成される円錐状渦の発生 平成9~
1,600 代表

（大気災害研究部門） メカニズムに関する研究 10年度

光田 寧
国際学術研究

日中共同乾燥地域自然環境，総合モニタ 平成6~
15,300 代表

（大気災害研究部門） リング計画 7年度

石川裕彦
基盤研究c

発達した温帯低気圧に伴う強風の予測に 平成 7~
1,600 代表

（大気災害研究部門） 関する研究 8年度

光田 寧(7,8年度） 実時間的な台風風災害予測法の研究
平成 7~

田中正昭(9年度） 基盤研究A 9年度
11,900 代表

（大気災害研究部門）

植田洋匡
基盤研究B2

極端に強い安定成層下での乱流の極限現
平成 9年度 8,700 代表

（大気災害研究部門） 象に関する研究

植田洋匡
基盤研究B2

エアロゾルによるグローバル大気環境変
平成 9年度 3,000 代表

（大気災害研究部門） 動の予測モデルと高速演算手法の開発

上野鉄男
一般研究Cl

洪水流写真観測の画像処理法の開発に関 平成 7~
2,200 代表

（災害観測実験センター） する研究 9年度

上野鉄男
基盤研究B2

流れの可視化画像処理による開水路乱流 平成8~
2,500 代表

（災害観測実験センター） の三次元構造計測法に関する研究 10年度

関口秀雄
試験研究B2

遠心力場波浪実験シスプムの開発 平成6~
3,900 代表

（災害観測実験センター） 7年度

関口秀雄
一般研究C2

組合せ繰返し荷重を受ける大水深防波堤
平成 6年度 2,000 代表

（災害観測実験センター） の支持力評価

関口秀雄
一般研究C2

波浪場における重力式構造物の安定性に
平成 7年度 2,200 代表

（災害観測実験センター） 関する研究

関口秀雄
基盤研究B2

地盤ー構造物一流体系の非線形振動解析 平成 8~
5,100 代表

（災害観測実験センター） コードの開発と大深水防波堤の耐震性診断 9年度

関口秀雄
基盤研究C2

X線TVシスプムを応用した粒状体地盤と 平成8~
2,400 代表

（災害観測実験センター） 流体の動的相互作用の可視化に関する研究 9年度

関口秀雄
X線TVによる動的荷重下の粒状体地

平成 9~

（災害観測実験センター）
基盤研究C2 盤一流体系の内部変形機構可視化に関す

10年度
3,400 代表

る研究

山下隆男
基盤研究C2

陸上地形および表面粗度を考慮した晶潮 平成 7~
1,650 代表

（災害観測実験センター） の数値予知法に関する研究 8年度

山下隆男 国際学術研究 日・欧・米における海岸浸食制御工法の 平成8~
3,300 代表

（災害観測実験センター） （学術調査） 相互評価に関する研究 9年度

山下陸男
基盤研究C2

日本海沿岸のソフトビーチの変形予測に 平成9~
3,000 代表

（災害観測実験センター） 関する研究 10年度

山下隆男
基盤研究B2

高周波ADCPを用いた海浜流，漂砂量ベ 平成 9~
9,900 代表

（災害観測実験センター） クトルの鉛直分布計測装置の開発 10年度

山下隆男 特別研究員 浅海域における波浪と漂砂に関する研究 平成9~
2,200 代表

（災害観測実験センター） 奨励賞 10年度

田中寅夫
国際学術研究

インドネシアにおける断層運動並びに人 平成 5~
4,000 代表

（地震予知研究センター） 山地熱地帯における地殻変動の研究 6年度

田中寅夫
国際学術研究

ジャワ島西部レンバンおよひチマンデリ 平成8~
7,100 代表

（地震予知研究センター） 両断層の活動度と構造の研究 9年度

田中寅夫
基盤研究A

対流圏水蒸気トモグフフィーとそれに基 平成 7~
5,200 代表

（地震予知研究センター） づく GPS測位の高結度化 9年度

安藤雅孝
総合研究A

I-array 
平成6年度 5,200 代表

（地震予知研究センター）

安藤雅孝
一般研究B

長期化する西表島群発地震の成因と海底
平成 6年度 1,100 代表

（地震予知研究センター） 火山との関連

安藤雅孝
国際学術研究

活性化するフィリヒ°ン・タール火山の噴
平成6年度 5,000 代表

（地震予知研究センター） 火予知と火山災害の研究

安藤雅孝
試験研究B2

海底地殻変動測定の新しい試み
平成8年度 2,400 代表

（地震予知研究センター）

安藤雅孝
国際学術研究

引き裂かれるマコロード回廊の火山と地
平成 7年度 5,600 代表

（地震予知研究センター） 震の調査・研究

安藤雅孝
基盤研究A2

海底地殻変動測定の新しい試み
平成9年度 2,100 代表

（地震予知研究センター）

安藤雅孝
国際学術研究

フィリピン諸島のネオテクトニクス解明
平成9年度 6,200 代表

（地震予知研究センター） のための総合研究

島田充彦
基盤研究B

品封圧高温下の岩石の変形破壊実験による 平成9~
6,600 代表

（地震予知研究センター） 地殻のダイナミックスと地震発生機構の研究 11年度
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氏 名 研究種別 題 目 年 次
交 代表・

（千円） 分担
渡辺邦彦

基盤研究C2
漏洩電流ベクトルを用いた地殻プロック 平成 7~

1,800 代表
（地震予知研究センター） 境界の特徴的挙動の研究 9年度

渋谷拓郎
レシーバ関数インバージョン法による

（地震予知研究センター）
奨励研究A オーストラリア大陸地殻の地震波速度構 平成8年度 1,000 代表

造の研究

渋谷拓郎
近畿北部～中国地方東部下のアサイス

平成9~

（地震予知研究センター）
奨励研究A ミックスラプーフィリヒ°ン海プレートは

10年度
1,800 代表

どこまで沈み込んでいるか一

住友則彦
総合研究A

日本列島の 3次元電気伝導構造と地殻活 平成 5~
3,500 代表

（地震予知研究センター） 動の研究 7年度

住友則彦
一般研究A

地震発生の制御実験ー南アフリカの金鉱 平成 6~
1,000 代表

（地震予知研究センター） 山における— 7年度

柳谷 俊
基盤研究Bl

雑音に埋もれたA波の時系列解析による 平成 7~
1,600 代表

（地震予知研究センター） 検出 8年度

池淵周一
一般研究B

水文循環モデルのスケールアップ・ダウ 平成 6~
7,700 代表

（水資源研究センター） ンと水資源システムヘの活用 7年度

池淵周一 総合研究A 平成6年度全国的大渇水の気象・水文特
平成 6年度 2,900 代表

（水資源研究センター） 突発災害 性と被害・対策の地域別比較研究

池淵周一 国際学術研 自然災害の防止軽減に関する世界戦略の
平成 6年度 3,000 代表

（水資源研究センター） （大学間協） 研究

池淵周一
総合研究Al

平成 6年度渇水の気象・水文学的検証と 平成 7~
4,100 代表

（水資源研究センター） 渇水時のリスクマネジメントに関する研究 8年度

池淵周一
基盤研究B2

山地および都市の局地豪雨の生起特性解 平成 7~
11,800 代表

（水資源研究センター） 析と予知 9年度

池淵周一 国際学術研究 東南アジア・太平洋地域の流域水利用実
平成9年度 18,800 代表

（水資源研究センター） （学術調査） 態及びデータ環境の国際共同調査

小尻利治
基盤研究B2

時・空間パターン認識による日本全国規
平成 9年度 900 代表

（水資源研究センター） 模渇水の水文学的特徴抽出とその対策

岡田憲夫
一般研究C

斜面都市の防災とまちづくりに関する研 平成6~
1,600 代表

（水資源研究センター） 究 7年度

中北英一
一般研究c 陸域の影響を詳細に考慮した局地的豪雨

平成6年度 2,300 代表
（水資源研究センター） 分布特性の解析

中北英一
琵琶湖流域の水・熱循環過程解明に向け

平成 7~

（水資源研究センター）
基盤研究Al た総合研究と衛星同期共同観測一琵琶湖

9年度
12,900 代表

プロジェクトー

中北英一
基盤研究C2

降雨の 3次元構造を考慮したレーダーを 平成 7~
2,100 代表

（水資源研究センター） 用いた地上雨量の推定 8年度

大石 哲
奨励研究A2

情報工学的推論手法を用いた局地豪雨予
平成 7年度 900 代表

（水資源研究センター） 測手法の開発に関する研究

河田恵昭
試験研究B2

巨大都市災害による人的被害の評価方法
平成 6年度 2,200 代表

（巨大災害研究センター） の開発

河田恵昭
総合研究B

漂砂環境の創造と長期的保全に関する研
平成6年度 3,000 代表

（巨大災害研究センター） 究

河田恵昭
一般研究c 比較災害論による災害文化の形成と衰退

平成 6年度 1,000 代表
（巨大災害研究センター） に関する研究

河田恵昭
総合研究A

1994年中国・温州における高潮氾濫・波
平成6年度 3,500 代表

（巨大災害研究センター） 浪災害に関する研究

林 春男
一般研究c 地震防災のために国際ヒ゜クトグフムの開

平成 6年度 1,600 代表
（巨大災害研究センター） 発

高橋 保
総合研究A

自然災害科学の基本課題に関する総合的
平成6年度 11,800 代表

（巨大災害研究センター） 研究

小泉尚嗣
奨励研究A

地殻歪の潮汐変化と地震波動に対する地
平成 6年度 900 代表

（巨大災害研究センター） 下水の応答に関する研究

河田恵昭
一般研究B

危機管理を考慮した防災シスプムに関す 平成7~
2,800 代表

（巨大災害研究センター） る研究 8年度

河田恵昭
総合研究A

災害科学に関連する各種データーベースの 平成 7~
5,700 代表

（巨大災害研究センター） 総合化に伴う効果的な活用に関する研究 8年度

河田恵昭
試験研究B2

巨大都市災害による人的被害の評価方法
平成 7年度 2,400 代表

（巨大災害研究センター） の開発

林 春男
総合研究A

災害復旧時の防災組織のロジスプイクス
平成 7年度 2,400 代表

（巨大災害研究センター） ・マネージメント
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氏 名 研究種別 題 目 年 次 交（千付金円額） 
代表・

分担

赤松純平 総合研究A 1996年中国雲南省麗江地震とその被害に
平成7年度 3,200 代表

（巨大災害研究センター） 突発災害 関する調査研究

北原昭男
奨励研究A

地震被害を受けた建築空間における生活
平成7年度 1,000 代表

（巨大災害研究センター） 困窮・経済損失の評価に関する研究

高橋 保
総合研究A

自然災害科学の基本課題の解決へ総合的
平成 7年度 12,500 代表

（巨大災害研究センター） 研究

佐藤忠信 研究成果 自然災害資料データーベース
平成 7年度 7.350 代表

（巨大災害研究センター） 公開促進

河田恵昭
基盤研究Al

防災地理情報システムを用いた危機管理 平成8~
24,000 代表

（巨大災害研究センター） と被害予測手法の開発研究 9年度

林 春男
基盤研究Al

災害による「こころの傷」のケア・ト 平成 8~
3,500 代表

（巨大災害研究センター） レーニング・プログラムの開発 9年度

林 春男
基盤研究B2

災害時の空間総合管理システムの開発 平成8~9
4,600 代表

（巨大災害研究センター） 年度

林 春男
基盤研究B1 

災害復旧時の防災組織のロジスティクス
平成 8年度 2,000 代表

（巨大災害研究センター） ・マネージメント

赤松純平
基盤研究B2

脈動観測資料と重カデータの併合処理に 平成6~
3,800 代表

（巨大災害研究センター） よる都市域基盤構造の研究 8年度

西上欽也
一般研究C

西南日本内帯の主要な活断層・火山周辺 平成8~
800 代表

（巨大災害研究センター） における地殻の不均質構造について 9年度

田中 聡
奨励研究A

地震発生直後の緊急災害情報システムの
平成8年度 900 代表

（巨大災害研究センター） 適用に関する研究

北原昭男 重点領域研究 直下型地震による居住空間の被害と防災
平成8年度 2,800 代表

（巨大災害研究センター） 1 計画に関する研究

河田恵昭
基盤研究B2

プレート境界型巨大地震災害に対する広
平成9年度 5,700 代表

（巨大災害研究センター） 域危機管理システムに関する研究

林 春男
基盤研究C2

バーチャルリアリティ技術を用いた地震
平成9年度 3,100 代表

（巨大災害研究センター 災害過程シミュレーション

田中 聡
奨励研究A

災害復旧期における広域物流支援システ 平成 9~
代表

（巨大災害研究センター） ムの構築 10年度 1,800 

北原昭男
奨励研究A

建築空間の地震時安全性に関する総合的 平成 9~
代表

（巨大災害研究センター） 評価手法の構築 10年度 1,300 
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学 位 論 文

1.博 士（工学）

氏 名 題 目 種別 取得年 指導教官

辻原 治
地震時地盤同定手法の確立とその地震工学的応用に関

論文 1994 
亀田弘行

する研究 （総合防災研究部門

浜田達幸
鉄道路線における斜面の防災診断手法に関する研究

論文 1995 
亀田弘行

（総合防災研究部門）

盛川 仁 条件付確率場の理論とその工学的応用 工学 1995 
亀田弘行

（総合防災研究部門）

秀島栄三
都市拠点開発の基盤整備計画におけるコンフリクト調

論文 1996 
岡田憲夫

整方式に関するシステム論的研究 （総合防災研究部門）

北原昭男
都市域における建築構造物群の地震被害推定に関する

論文 1997 
藤原悌ニ

研究 （総合防災研究部門）

蛯沢勝三
確率論的損傷評価による器機免震の有効性に関する研

論文 1997 
亀田弘行

究 （総合防災研究部門）

森 伸 一 郎
確率論的想定地震と低頻度巨大外力ヘの応用に関する

論文 1997 
亀田弘行

研究 （総合防災研究部門）

河野義裕 ー形式複合ケープル構造の実用化に関する基礎的研究 論文 1998 
國枝治郎

（地震災害研究部門）

今村 聡
低レベル放射性廃棄物処分施設の天然バリアに関する

論文 1996 
嘉門雅史

古学的研究 （地盤災害研究部門）

応 長雲 Effects of acid rain on chemically stabilized soils 課程 1996 
嘉門雅史

（地盤災害研究部門）

勝見 武
Utilization of waste materials from environmental 

論文 1997 
嘉門雅史

geotechnical aspects （地盤災害研究部門）

武田 誠 高潮の氾濫解析法とその都市域への応用に関する研究 課程 1997 
井上一哉

（水災害研究部門）

原田 稔 貯水池の排砂システムに関する研究 論文 1998 
高橋 保

（水災害研究部門）

辻本浩史
地上における高速固気混相流（雪崩および火砕流）の流

課程 1998 
高橋 保

動モデルとその適用に関する研究 （水災害研究部門）

申 芳雄
フィルタイプダム及び河川堤防の堤体浸透に関する研

論文 1996 
今本博健

究 （災害観測実験センター）

岸井徳雄
地表条件および都市化が流出特性に及ぽす影響に関す

論文 1997 
池淵周一

る水文学的研究 （水資源研究センター）

近森秀高
低平地都市化流域における内水排除施設の規模配置計

論文 1997 
岡 太郎

画と管理に関する研究 （水資源研究センター）

大石 哲
積雲の雲物理的構造解析を基礎にした洪水制御支援環

論文 1997 
岡 太郎

境の開発に関する研究 （水資源研究センター）

中川勝広
雨滴粒径分布の鉛直構造解析を基礎にしたレーダーに

課程 1998 
池淵周一

よる降雨量推定手法の構築に関する研究 （水資源研究センター）

児 島 利 治 リモートセンシング画像とGISの水文解析への応用 課程 1998 
岡 太郎

（水資源研究センター）

博 士（理学）

氏 名 題 目 種別 取得年 指導教官

Excitation of Secondary Love and Rayleigh waves in a 
入倉孝次郎

畑山 健 three-dimensional sedimantary basin evaluated by direct 課程 1997 
（地震災害研究部門）

boundary element method with normal modes 

Jorge Aguirre 
Two studies on the 1995 Hyogo-ken Nanbu earthquake: 

入倉孝次郎
Nonlinearity in soft soil layers and inversion of the high- 課程 1998 

（地震災害研究部門）Gonzalez 
frequency radiation in the source 

Zieaoddin 
Basic Study on the Shear Bahavior of Landslides during 

佐々恭—
Earthquakes -Excess Pore Pressure Generation in the 課程 1994 

（地盤災害研究部門）SHOAEI 
Undrained CyclicLoading Ring Shear Tests -
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氏 名 題 目 種別 取得年 指導教官

A Study on the Apparent Friction Angle Mobilized during 
課程 1996 

佐々 恭—
李 宗學

the Undrained Loading in Long Run-out Landlsides （地盤災害研究部門）

張 得宣
A Study on the Mechanism of Loess Landslides Induced by 

論文 1998 
佐々恭—

Earthquakes （地盤災害研究部門）

結晶片岩地すべりにおける地下浸食と移動機構に関
課程 1997 

佐々 恭—
古谷 元

する研究 （大気災害研究部門）

論文 1997 
光田 寧

蒲生 稔 Studies on Atomospheric Mixed Layer 
（大気災害研究部門）

Development of a Five Beam Phased Array Doppler Sodar 
光田 寧

伊藤芳樹 and Its Application to Observations of the Planetary 論文 1997 
（大気災害研究部門）

Boundary Layer 

藤井 論文 1997 
光田 寧

健 A Statistical Study on Typhoons 
（大気災害研究部門）

板野稔久
A Study on the Rainfall over the Arid Area in the 

課程 1997 
光田 寧

Northwest China （地震予知研究センター）

堀川睛央
動力学的震源パラメーターを求めるインバージョン：

課程 1997 
安藤雅孝

1990年伊豆大島近海地震への適用 （地震予知研究センター）

中村 衛
大地震にともなう周辺域の地震活動活性化現象に関

課程 1997 
安藤雅孝

する研究 （地震予知研究センター）

後藤忠徳 地震発生域周辺における地下比抵抗構造の研究雅孝 課程 1997 
住友則彦

（地震予知研究センター）

Ashraf El-Kutb 
水蒸気ラジオメータによる観測資料から得られた対流

安藤雅孝
幽における水蒸気遅延の特性とそのGPSによる基線解 課程 1997 

（地震予知研究センター）Mousa 
精度への関連性

中村 恭之 フィリヒ゜ン海領域における表面波解析 課程 1998 
安藤雅孝

（地震予知研究センター）

Glenda M. 1991年ヒ゜ナツボ火山噴火前の地震活動の分類と震源分
課程 1998 

安藤雅孝

Besana 布の研究 （地震予知研究センター）

山崎 朗
沈み込み帯における上部マントル不連続層の地震学的

課程 1998 
安藤雅孝

研究 （地震予知研究センター）

大見士朗 関東地方下に沈み込む海洋プレートの微細構造 論文 1998 
（東北大学理）

（地震予知研究センター）

平野憲雄
地震データの高度有効利用のための地震観測・解析シ

論文 1998 
安藤雅孝

ステムの構築 （地震予知研究センター）

張 智峯
P波初動解に基づく台湾衝突域のサイスモテクトニク

課程 1998 
安藤雅孝

スの研究 （地震予知研究センター）

坂中伸也 数値表面積分による応力磁気効果の見積もり 課程 1998 
大志万直人

（地震予知研究センター）

山里 平
雲仙火山におけるデイサイト質溶岩ドームの成長・崩

論文 1998 
石原和弘

落と火砕流に伴うインフラソニック波の研究（英文） （火山活動研究センター）

2.修 士（工学）

氏 名 所 属 題 目 取得年 指導教官

工学研究科
流域規模の水資源再配分としてみたダ

岡田憲夫
榊 原 弘 之

土木システム工学専攻
ム再開発プロジェクトの費用・便益配 1996 

（総合防災研究部門）
分問題に関する研究

菅原竜也
工学研究科 時間スケールを考慮した降雨分布の地

1996 
岡田憲夫

土木システム工学専攻 形依存特性に関する研究 （総合防災研究部門）

前川和彦
工学研究科 都市診断のための災害リスクの評価法

1996 
岡田憲夫

土木システム工学専攻 に関する研究ーニッチ分析手法による （総合防災研究部門）

矢島 薫
工学研究科 都市排水再利用システムの導入計画に

1996 
岡田憲夫

土木システム工学専攻 関するゲーム論的研究 （総合防災研究部門）

ネットワーク型水資源施設整備の自発

高 野 浩 一
工学研究科 的形成のための費用配分ルールに関す

1997 
岡田憲夫

土木システム工学専攻 る研究一流域下水道整備事業を対象と （総合防災研究部門）

して一

大野茂樹
工学研究科 災害時の行政対応に役立つ情報システ

1996 
亀田弘行

土木システム工学専攻 ムの構築に関する考察・提案 （総合防災研究部門）

小 倉 正 臣
工学研究科 地震災害における死傷者発生要因に基

1997 
藤原悌二

生活空間学専攻 づく人的被害推定に関する研究 （総合防災研究部門）
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氏 名 所 属 題 目 取得年 指導教官

北山宏貴
工学研究科 構造物の耐震安全性に及ぽす上下振動

1997 
藤 原 悌 三

生活空間学専攻 の影響に関する研究 （総合防災研究部門）

荒木時彦
工学研究科 不確定性を有する履歴構造物系の耐震

1998 
藤 原 悌 三

生活空間学専攻 信頼度解析法に関する研究 （総合防災研究部門）

谷 敬大
工学研究科 3次元地震動の作用する多層鉄骨骨組

1998 
藤原悌三

生活空間学専攻 の動的崩壊過程 （総合防災研究部門）

尾崎哲也
工学研究科

不整形地盤における液状化現象の解析 1997 
佐藤忠信

土木工学専攻 （地震災害研究部門）

竹井賢二
工学研究科

時変構造系の適応型逐次同定法 1997 
佐藤忠信

土木工学専攻 （地震災害研究部門）

菊川雅士
工学研究科 逆解析手法を用いた構造物の損傷検出

1998 
佐藤忠信

土木工学専攻 に関する研究 （地震災害研究部門）

田中 悟
工学研究科 可変減衰装置を用いた構造物の実時間

1998 
佐藤忠信

土木工学専攻 ハイブリッド震動制御実験 （地震災害研究部門）

小山 傑
工学研究科 円筒シェルの近似固有モード作成及び

1997 
國枝治郎

建築学専攻 線形応答解析への応用 （地震災害研究部門）

酒田 耕
工学研究科 有限要素法によるRC円筒シェルの弾

1997 
國枝治郎

建築学専攻 塑性解析 （地震災害研究部門）

志摩好宣
工学研究科 部材接合部に欠陥をもつトフス構造物

1997 
國枝治郎

建築学専攻 の基礎的研究 （地震災害研究部門）

大家貴徳
工学研究科 円筒形単層ラチスシェルの振動特性に

1998 
國枝治郎

建築学専攻 関する研究 （地震災害研究部門）

門脇秀宜
工学研究科 微小剛体変位モードを有するテンセグ

1998 
國枝治郎

建築学専攻 リティ構造の線形解析 （地震災害研究部門）

政岡暢昭
工学研究科 リアルタイムオンライン応答実験システ

1998 
野中泰二郎

建築学専攻 ムの開発と免裳建物地震応答への適用 （地震災害研究部門）

樋口 増平
工学研究科

弾性骨組の反りを含む立体座屈解析 1998 
野中泰二郎

建築学専攻 （地震災害研究部門）

五十嵐謙一
工学研究科 CPTと室内試験をもちいた砂地盤の液

1997 
嘉 門 雅 史

土木工学専攻 状化強度の推定 （地盤災害研究部門）

川前修平
工学研究科 海底地盤の物理化学的評価とその土質

1997 
嘉門雅史

交通土木工学専攻 特性との相関 （地盤災害研究部門）

宮武一都
工学研究科 セメントベントナイトスラリーウォー

1998 
嘉門雅史

土木システム工学専攻 ルの重金属遮へい性能の評価 （地盤災害研究部門）

工学研究科
ジオシンセティック水平排水材を用い

嘉門雅史
加藤 隆

土木システム工学専攻
た粘性土補強盛土の有限要素法による 1998 

（地盤災害研究部門）
挙動解析

松田 茂
工学研究科 重力式ケーソン岸壁の地震時動的挙動

1998 
嘉門雅史

土木システム工学専攻 に関する実験的研究 （地盤災害研究部門）

渡辺 拡
工学研究科 重金属汚染土の安定処理による封じ込

1998 
嘉門雅史

土木システム工学専攻 め効果と溶出特性 （地盤災害研究部門）

富田貴敏
工学研究科 粘性土石流の堆積・再流動機構に関す

1997 
高橋 保

土木工学専攻 る研究 （水災害研究部部門）

豊田政史
工学研究科 成層流における乱流モデル導入に関す

1997 
井 上 和 也

土木工学専攻 る水理学的研究 （水災害研究部部門）

村松貴義
工学研究科 高潮氾濫解析に基づく被害額算定法に

1997 
井 上 和 也

土木工学専攻 関する基礎的研究 （水災害研究部部門）

榊原哲由
工学研究科 流域地形分析のための新たな流域場モ

1997 
椎葉充晴

土木工学専攻 デルの構築 （水災害研究部部門）

村木謙吾
工学研究科 SARデータによる空気力学的粗度及び

1997 
椎葉充晴

土木工学専攻 地表面粗度パラメータの抽出 （水災害研究部部門）

奥村祐史
工学研究科 山地河川における水みち侵食に関する

1998 
高橋 保

土木工学専攻 研究 （水災害研究部部門）

國富将嗣
工学研究科 大阪湾における高潮と高波の同時生起

1998 
高 山 知 司

土木システム工学専攻 特性に関する研究 （水災害研究部部門）

西山貴大
工学研究科 タンク内の液面振動に及ぽす鉛直地震

1998 
高 山 知 司

土木工学専攻 動の影響に関する研究 （水災害研究部部門）

路 明
工学研究科 Wind-wave-current System in the 

1998 
高山知司

土木工学専攻 Nearshore （水災害研究部部門）

M.A. Hamzah 工学研究科 Computation of Solitary Wave Runup and 
1998 

高山知司

Assagaf 土木工学専攻 Pressure on Coastal Barrier （水災害研究部部門）
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氏 名 所 属 題 目 取得年 指導教官

林 秀樹
工学研究科 市街地における氾濫解析法とその応用

1998 
井上和也

土木工学専攻 に関する研究 （水災害研究部部門）

谷野知伸
工学研究科 都市域における地下空間の耐水性評価

1998 
井上和也

土木工学専攻 に関する研究 （水災害研究部部門）

坂井健介
工学研究科 大河川流域におけるグリッド型水文モ

1998 
椎葉充晴

土木工学専攻 デルの構築と応用 （水災害研究部部門）

工学研究科
分布型流出モデルにおけるパラメータ

椎葉充晴
福満匡高

土木システム工学専攻
分布の流出特性への影響評価に関する 1998 

（水災害研究部部門）
研究

村上将道
工学研究科 水文グリッドに基づく流域流出系のモ

1998 
椎葉充睛

土木システム工学専攻 デル化 （水災害研究部部門）

塚原康平
工学研究科 自然風中の正方形断面角柱表面に発生

1997 
桂 順治

生活空間学専攻 する風圧力に関する研究 （大気災害研究部門）

今村年成
工学研究科 主軸応力方向の回転を考慮した土の繰

1998 
関口秀雄

土木工学専攻 り返し塑性に関する研究 （災害観測実験センター）

小山正人
工学研究科 ケーソン式護岸構造物に矢板を用いた

1998 
関口秀雄

土木工学専攻 耐震補強法の実験的研究 （災害観測実験センター）

嶋村知久
工学研究科 定常上向き浸透流場における砂地盤の

1998 
関口秀雄

土木システム工学専攻 波浪応答 （災害観測実験センター）

降雨場の概念モデル（不安定場モデ

杉本聡一郎
工学研究科 ル）と 3次元レーダー情報を用いた短

1997 
池淵周一

環境地球工学専攻 時間降雨予測の精度向上と実用化に関 （水資源研究センター）

する研究

辻 基宏
工学研究科 狭域・短時間の可能最大降水量

1997 
池淵周一

環境地球工学専攻 (PMP)推定に関する研究 （水資源研究センター）

前田敏彦
工学研究科 陸面水・熱フラックス算定における地

1997 
池淵周一

環境地球工学専攻 表面起伏効果の導入に関する研究 （水資源研究センター）

猪阪昇治
工学研究科 定性・モデルベース推論を用いた短時

1998 
池淵周一

環境地球工学専攻 間降雨予測手法の開発に関する研究 （水資源研究センター）

木村彰宏
工学研究科 沿岸砂州の発生限界に関する理論的研

1997 
河田恵昭

土木工学専攻 究 （巨大災害研究センター）

朴 基顕
工学研究科 巨大災害による総被害額評価方法に関

1997 
河田恵昭

交通土木工学専攻 する基礎的研究 （巨大災害研究センター）

岡 靖之
工学研究科 地域防災計画策定支援システムの開発

1998 
林 春男

土木システム工学専攻 に関する研究 （巨大災害研究センター）

左近嘉正
工学研究科 地震時における上水道のServiceability

1998 
河田恵昭

土木システム工学専攻 の評価手法に関する研究 （巨大災害研究センター）

古市秀徳
工学研究科 都市地震による人的被害予測に関する

1998 
河田恵昭

土木システム工学専攻 研究 （巨大災害研究センター）

修 士（理学）

氏 名 所 属 題 目 取得年 指導教官

中川博
理学研究科 1995年兵庫県南部地震系列の震源パ

1997 
入倉孝次郎

地球惑星科学専攻 ラメータ （地震災害研究部門）

Seismic attenuation and site response in 

the Osaka basin area and source 

Cesar Aaron 理学研究科
parameters of the aftershocks of the Kobe 

入倉孝次郎

Moya-Fernandez 地球惑星科学専攻
earthquake, Japan（大阪盆地地域にお 1998 

（地震災害研究部門）
ける地震波伝播特性とサイト増幅特性

および兵庫県南部地震の余震の震源パ

ラメータに関する研究）

天野年崇
理学研究科 土壌を媒体とした水分・熱輸送に関す

1997 
奥西一夫

地球惑星科学専攻 る熱学的試論 （地盤災害研究部門）

中林 茂
理学研究科 水文地質構造が地下水流動域へ与える

1998 
奥西一夫

地球惑星科学専攻 影響 （地盤災害研究部門）

谷口 善文
理学研究科 間隙空気圧の影響を考慮した鉛直一次

1998 
奥西一夫

地球惑星科学専攻 元地下水涵養モデル （地盤災害研究部門）
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氏 名 所 属 題 目 取得年 指導教官

理学研究科
六甲山地における降雨に伴う土壌水分

奥西一夫
古荘次郎

地球惑星科学専攻
量変化と土層変動量との関係について 1998 

（地盤災害研究部門）
の研究

Dmitry 理学研究科
Behavior of Dry and Saturated Sandy Soil 

佐々 恭二

VANKOV 地球惑星科学専攻
Subjected to Different Frequencies of 1997 

（地盤災害研究部門）
Loading 

理学研究科
Study on Creep Behavior of Loess by 

佐々 恭二
千代延真

地球惑星科学専攻
Means of Ring Shear Tests and Numerical 1998 

（地盤災害研究部門）
Simulation 

坂本和幸
理学研究科 熱帯の1-2日周期の西進雲擾乱につい

1997 
西 憲敬

地球惑星科学専攻 て （大気災害研究部門）

重 尚一
理学研究科 熱帯対流園下層で観測された周期1-2

1997 
田中正昭

地球惑星科学専攻 時間の擾乱についての解析 （大気災害研究部門）

新添多聞
理学研究科 対流硫黄酸化物の生成・消滅に対する

1997 
村松久史

地球惑星科学専攻 雲の影響について （大気災害研究部門）

畠山拓治
理学研究科

山地地形が海陸風に及ぽす影響 1998 
田中正昭

地球惑星科学専攻 （大気災害研究部門）

岩田 徹
理学研究科 ドップラーソーダで測定した境界層

1997 
光田 寧

地球惑星科学専攻 低層の大気構造の研究 （大気災害研究部門）

老沼志朗
理学研究科 ひまわり 5号画像データを用いた台風

1997 
光田 寧

地球惑星科学専攻 レインバンドの解析 （大気災害研究部門）

理学研究科
インドモンスーン期におけるバングラ

光田 寧
大澤輝夫

地球惑星科学専攻
デシュでの降雨についてー1995年モン 1997 

（大気災害研究部門）
スーン期の事例解析一

武冨 悟
理学研究科 砂漠とオアシス境界での水蒸気移動

1998 
石川裕彦

地球惑星科学専攻 の観測 （大気災害研究部門）

和田隆峰
理学研究科 強制復元法による地表面熱収支の予測

1998 
石川裕彦

地球惑星科学専攻 に関する研究 （大気災害研究部門）

田所敬一
理学研究科 1995年兵庫県南部地震の余震域におけ

1997 
安藤雅孝

地球惑星科学専攻 るS波スプリッティング （地震予知研究センター）

加藤哲朗
理学研究科 1944年東南海、 1946年南海道地震の震

1997 
安藤雅孝

地球惑星科学専攻 源過程 （地震予知研究センター）

笠谷貴史
理学研究科 直流電車軌道からの漏洩電流を用いた

1997 
安藤雅孝

地球惑星科学専攻 伏在断層探査への試み （地震予知研究センター）

鬼頭 直
理学研究科 散乱P波によるコア・マントル境界近

1997 
安藤雅孝

地球惑星科学専攻 傍の不均質 （地震予知研究センター）

西川 大
理学研究科

前震時系列の改良大森公式への適用 1997 
島田充彦

地球惑星科学専攻 （地震予知研究センター）

嶋田庸嗣
理学研究科 兵庫県南部地震の震源域における三次

1997 
渡辺 晃

地球惑星科学専攻 元速度構造 （地震予知研究センター）

谷元健剛
理学研究科 ネットワークMT法を用いた地殻比抵

1997 
大志万直人

地球惑星科学専攻 抗の時間変化検出 （地震予知研究センター）

田辺 深
理学研究科 御嶽山周辺の地震波反射体の時間変

1997 
渡辺 晃

地球惑星科学専攻 化 （地震予知研究センター）

中村修一
理学研究科 西南日本における地殻内地震発生層の

1998 
伊藤 潔

地球惑星科学専攻 活断層・大地震・熱構造との関連 （地震予知研究センター）

理学研究科
地震の時空間的空白の定量的評価と、

安藤雅孝
妻井康幸

地球惑星科学専攻
第 2種地震空白域の客観的な検出方法 1998 

（地震予知研究センター）
について

首藤英児
理学研究科 下部マントルの温度不均質が駆動する

1998 
住友則彦

地球惑星科学専攻 外核内対流 （地震予知研究センター）

理学研究科地球惑星科
GPSネットワークから導出された対流

安藤雅孝
楠根高志

学専攻
圏遅延量に関する山越え気流を中心と 1998 

（地震予知研究センター）
した事例解析

大熊裕輝
理学研究科 分散型アレイ観測による兵庫県南部地

1998 
西上欽也

地球惑星科学専攻 震震源周辺の地殻不均質 （巨大災害研究センター）

Muhamad 理学研究科
1990-1995年雲仙普賢岳噴火の活動に

石原和弘

Hedrasto 地球惑星科学専攻
関与したマグマ供給システムー水準測 1997 

（火山活動研究センター）
量データからの推定ー（英文）

慈道 充
理学研究科 重力細密測定による甲陽断層周辺の基

1997 
赤松純平

地球惑星科学専攻 盤構造 （巨大災害研究センター）
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1.国際会議等への貢献

氏 名 役職等 会 議 名 （講演題目） 年次

岡 田 憲夫
International Conference on Water Resources and Environment 

（総合防災研究部門）
Secretariat Research: Toward the 21st Centuries, Water Resourers 1996 

Research Center, Kyoto University 

亀田弘行
2nd China-Japan-US Trilateral Symposium on Lifeline 

（総合防災研究部門）
Keynote Lecturer Earthquake Engineering, Xian, China (Multi-Phase Evaluation of 1994 

Lifeline System Performance under Earthquake Envirorunent) 

亀田弘行 Chairman Fourth Japan-US Workshop on Urban Earthquake Hazard 
1995 

（総合防災研究部門） Executive Committee Reduction, Osaka, Japan 

亀田弘行
General Assembly of the Korea Society of Civil Engineers (An 

（総合防災研究部門）
Special Lecturer Overall View of the Great Hanshin Earthquake Disaster -The 1995 

Hyogoken-nanbu Earthquake-) 

4th U.S. Conference on Lifeline Earthquake Engineering, San 

亀田弘行
Guest Speaker 

Francisco, USA (Engineering Overview of the Disaster Caused 
1995 

（総合防災研究部門） by the Hyogoken-nanbu (Kobe) Earthquake of January 17, 

1995) 

亀田弘行
Chairman 

Fifth US-Japan Workshop on Urban Earthquake Hazard 

（総合防災研究部門）
Japan Steering 

Reduction, Pasadena, USA 
1997 

Committee 

亀田弘 行 Chai皿 anOrganizing 7th International Conference on Structural Safety and Reliability, 
1997 

（総合防災研究部門） Committee Kyoto, Japan 

亀田弘 行
7th International Conference on Structural Safety and Reliability, 

（総合防災研究部門）
Keynote Lecturer Kyoto, Japan (Roles of Reliability Concepts and Methodologies 1997 

in Earthquake Engineering) 

亀田弘行 Chairman Organizing Asia-Pacific Workshop on Research Coalition for Urban 
1998 

（総合防災研究部門） Committee Earthquake Disaster Mitigation, Miki, Japan 

鈴木祥之 Scientific committee Second International Conference on Computational Stochastic 
1994 

（総合防災研究部門） and chairman Mechanics, June 12-15, Athens, Greece 

藤原悌三
Chairman 

Risk Management for Future Urban Planning Against Strong 
1995 

（総合防災研究部門） Earthquake, Kunming, China 

鈴木祥之 Organizing Asia-Pacific Symposium on Structural Reliability and its 
1995 

（総合防災研究部門） committee Applications (APSSRA95), November 12-14, Tokyo, Japan 

鈴木祥之 Organizing committee 
Joint US-Japan Workshop on Structural Response Control 

（総合防災研究部門） and chairman 
Towards Mitigation on Urban Disaster : Cooperative Research 1996 

on Structural Control, March 14-15, Kyoto, Japan 

藤原悌ニ Organizing committee Prediction and Mitigation of Seismic Risk in Urban Region, 
1997 

（総合防災研究部門） and chairman October 11-13, Xian, China 

藤原悌ニ
Chairman 

International Symposium on Natural Disaster Prediction and 
1997 

（総合防災研究部門） Mitigation, Kyoto, Japan 

鈴木祥之
Chairman 

Seventh International Conference on Structural Safety and 
1997 

（総合防災研究部門） Reliability, November 24-28, Kyoto, Japan 

鈴木祥之
Chairman 

Seventh International Conference on Computing in Civil and 
1997 

（総合防災研究部門） Building Engineering, August 19-21, Seoul, Korea 

鈴木祥之
Chairman 

Prediction and Mitigation of Seismic Risk in Urban Region, 
1997 

（総合防災研究部門） October 11-13, Xian, China 

鈴木祥之
Scientific committee 

Third International Conference on Computational Stochastic 
1998 

（総合防災研究部門） Mechanics, Santorini, Greece 

入倉孝次郎
The 21 General Assembly of International Union of Geodesy 

（地震災害研究部門）
Invited Speaker and Geophysics, Session 5: Ground Motion Analysis from 1995 

Recent Strong-Motion Data, in Boulder, Colorado, USA 

入倉孝次郎
The 1995 Fall Meeting of American Geophysical Union Session 

（地震災害研究部門）
Convenor of Characteristics of the 1995 Hyogo-ken Nanbu (Kobe) 1995 

Earthquake, in San Francisco, USA 

Eleventh World Conference on E叩 hquakeEngineering Seminar 

入倉孝次郎
Keynote Lecturers 

Session of Emilio Rosenblueth Seminar Seminar Session of 
1996 

（地震災害研究部門） Hajime Umemura and Keizaburo Kubo Seminar (Kobe 

Earthquake, 1995) in Acapulco, Mexico 
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入倉孝次郎
Eleventh World Conference on Earthquake Engineering Special 

（地震災害研究部門）
Panelist Session of Empirical Green's Functions in Earthqualce 1996 

Engineering, in Acapulco, Mexico 

The 29th General Assembly of the International Association of 

入倉孝次郎
Invited Speaker 

Seismology and Physics of the Eaith's Interior, Workshop 7: 
1997 

（地震災害研究部門） Earthquake Site Effects and Models for Assessing the Site 

Response, in Thessaloniki, Greece 

入倉孝次郎
Keynote Speaker 

Japan-China Joint Workshop on Prediction and Mitigation of 
1997 

（地震災害研究部門） Seismic Risk in Urban Region, in Xian, China 

US-Japan Workshop on Development of Advanced 

入倉孝次郎 Chairman of Technologies to Mitigate Earthquake Disaster at D.P.R.I., Kyoto 

（地震災害研究部門） Organizing Committee University (Sponsored by National Science Foundation, United 
1998 

States). 

入倉孝次郎 Chairman of International Symposium on Natural Disaster Prediction and 

（地震災害研究部門） Executive Committee Mitigation, at D.P.R.I., Kyoto University 
1997 

入倉孝次郎
First International Earthqualce and Megacities Workshop, in 

（地震災害研究部門）
Keynote Speaker Seeheim, Germany (Sponsored by the United Nations 1997 

University) 

入倉孝次郎 Co-chairman of 
The 1st Joint EU -Japan Workshop on Seismic Risk in Chania, 

（地震災害研究部門） Organizing Committee 
Kreta, Greece (Sponsored by Science and Technology Agency, 1998 

Japan, and Commission of the European Co皿 nunities)

岩田知孝
American Geophysical Union, Fall meeting (Site amplification 

（地震災害研究部門）
Invited Speaker of ground motions during aftershocks of the 1995 Hyogoken- 1995 

nanbu, Kobe, earthquake in severely damaged zone) 

Spetial Theme Session on the Ground Motion Simulation, 

岩田知孝
Invited Speaker 

the 11th World Conference of Earthquake Engineering, 
1996 

（地震災害研究部門） Acapulco, Mexico (Exploration of Underground Structure 

at Large Disaster Area of Kobe city) 

佐藤忠信
Keynote Speaker 

台湾における自然災害研究の将来展望に関するワーク
1997 

（地震災害研究部門） ショップ 日本の地震災害に関する研究の現状と将来

佐藤忠信 Member of Executive International Symposium on Natural Disaster Prediction and 
1997 

（地震災害研究部門） Committee Mitigation, at D.P.R.I., Kyoto University 

佐藤忠信
Panelist and ~叫'r of 

（地震災害研究部門）
Organizing Recent Earthquakes in Iran & Japan, at Tehran, I.R. Iran 1998 

Committee 

佐藤忠信 Member of Organizing Second World Conference on Structural Control, at Kyoto 
1998 

（地震災害研究部門） Committee International Conference Hall 

國枝治郎 Member of Scientific Asian-Pacific Conference on Shell and Spatial Structures, 
1996 

（地震災害研究部門） Committee, Chairman Beijing, China 

國 枝 治郎
Keynote Lecturer 

International Symposium on the Structural Analysis and Design 
1997 

（地震災害研究部門） of Spatial Structures, Seoul, Korea 

野中泰一郎
Chairman 

The 13rh Australasian Conference on the Mechanics of 
1995 

（地震災害研究部門） Structures and Materials 

野中泰二郎
Keynote Lecturer International Seminar on Quasi-Impulsive Analysis 1996 

（地震災害研究部門）

中島正愛
Coordinator 

US-Japan Seminar on Innovations in Stability Concepts and 
1996 

（地震災害研究部門） Methods for Seismic Design in Structural Steel 

Spetial Theme Session on Seismic Design of Steel Frames, 11th 

中島正愛
Invited Paper 

World Conference of Earthquake Engineering, Acapulco, 
1996 

（地震災害研究部門） Mexico(Damage to Steel Buildings Observed in the 1995 

Hyogoken-Nanbu Earthquake) 

中島正愛 Member of Organizing Fifth International Colloquium on Stability and ductility of Steel 
1997 

（地震災害研究部門） Committee Structures 

中島正愛 Member of Organizing The Second International Conference on Behavior of Steel 
1997 

（地震災害研究部門） Committee Structures in Seismic Areas 

諏訪 浩
First International Conference on Debris-Flow Hazards 

（地盤災害研究部門）
Panelist Mitigation, ASCE(American Society of Civil Engineers), San 1997 

Francisco, California, U.S.A. 

嘉門雅史
Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil 

（地盤災害研究部門）
Special Lecturer Engineering,Bangkok,Thailand (Waste Managemant in 1995 

Geotechnial Egineering) 
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嘉門雅史
Environmental Geotechnics 96,Paris,France (Geotechnical 

（地盤災害研究部門）
Special Lecturer Disasters in the Waterfront due to the 1995 Hyogoken-Nanbu 1996 

Earthquake and the Debeis Disposal) 

Second International Conference on Ground Improvement 

嘉門雅史
Special Lecturer 

Geosystems, Tokyo, Japan (Effect of grouting and DMM on 
1996 

（地盤災害研究部門） big construction projects in Japan and the 1995 Hyogoken-

Nanbu Earthquake) 

嘉門雅史 Chairman, Second International Congress on Environmental Geotechnics, 
1996 

（地盤災害研究部門） Organizing Committee Osaka, Japan 

嘉門雅史
Second International Congress on Environmental Geotechnics, 

（地盤災害研究部門）
Special Lecturer Osaka, Japan 1996 

(Geotechnical utilization of industrial wastes) 

嘉門雅史
Fourteenth International Conference on Soil Mechanics and 

（地盤災害研究部門）
Panelist Foundation Engineering, Hamburg, Germany (Plenary 1997 

Session) 

三村 衛
National Nominee 

Second Asian Young Geotechnical Engineers Conference, 
1994 

（地盤災害研究部門） Bangkok, Thailand 

勝見 武 Secretary, Second International Congress on Environmental Geotechnics, 
1996 

（地盤災害研究部門） Organizing Committee Osaka, Japan 

勝見 武
National Nominee 

Third Asian Young Geotechnical Engineer Conference, 
1997 

（地盤災害研究部門） Singapore 

佐々恭二
Secretary General 

The North-East Asia Symposium and Field Workshop on 
1994 

（地盤災害研究部門） Landslides and Debris Flows 

佐々恭二
Coordinator 

International Workshop on Prediction of Rapid Landslide 
1994 

（地盤災害研究部門） Motion 

佐 々 恭二
Coordinator 

International Symposium on Prediction of Rapid Landslide 
1995 

（地盤災害研究部門） Motion. 19-21 September 

佐々恭二
Coordinator 

IUFRO Technical Session on Natural Disasters in Mountainous 
1995 

（地盤災害研究部門） Areas 

佐 々 恭二
Keynote Speaker The Seventh International Symposium on Landslides 1996 

（地盤災害研究部門）

佐 々 恭二
Coordinator International Symposium on Landslide Hazard Assessment 1997 

（地盤災害研究部門）

佐 々 恭二
General Report 

International Symposium on Natural Disaster Prediction and 
1997 

（地盤災害研究部門） Mitigation 

佐々恭二
Keynote Speaker 

The Second International Conference on Environmental 
1998 

（地盤災害研究部門） Management 

福岡 浩
Secretary General 

International Symposium on Prediction of Rapid Landslide 
1995 

（地盤災害研究部門） Motion 

福岡 浩
Secretary General International Symposium on Landslide Hazard Assessment 1997 

（地盤災害研究部門）

横山康二
Chairman 

International Symposium on A New Strategy for the Aquatic 
1997 

（地盤災害研究部門） Environment How can we save lakes and rivers 

高橋 保
Coordinator 

Fourth Japan-Chinese(Taipei)Joint Seminar on Natural Hazard 
1997 

（水災害研究部門） Mitigation 

Workshop on Disasters Caused by Floods and 

高橋 保
Keynote Speaker 

Geomorphological Changes and Their Mitigations, Y ogyalcarta, 
1996 

（水災害研究部門） lndonesia(Flooding and Sedimentation Disasters as Phenomena 

Influenced by Human Activities) 

高橋 保
Fourth Japan-Chinese(Taipei) Joint Seminar on Natural 

（水災害研究部門）
Keynote Speaker Hazard Mitigation (Sediment Yield in Japanese Reservoir 1997 

Basins) 

高橋 保
First International Conference on Debris- Flow Hazards 

（水災害研究部門）
Panelist Mitigation; Mechanics Prediction and Assessment, ASCE, San 1997 

Francisco 

植田洋匡
Chairman 

3rd International Joint Seminar on the Regional Deposition 
1997 

（大気災害研究部門） Processes in the Atomosphere 

植田洋匡
Organizing 

IGAC Nagoya Meeting, International Symposium on 

（大気災害研究部門）
Committee, 

Atomospheric Chemistry and Future Global Environment 
1997 

Scientific Committee 
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桂 順治
co-Chairman 

Ninth International Conference on WIND ENGINEERING, 
1995 

（大気災害研究部門） New Delhi, India, 

山下隆男
司会 Int.Conf.on Coastal Eng. 1994 

（災害観測実験センター）

関口秀雄
司会 International Conference Centrifuge 94,Shingapore 1994 

（災害観測実験センター）

関口秀雄
司会

International Symposium on Compression and Consolidation of 
1995 

（災害観測実験センター） Clayey Soils, Hiroshima, Japan 

関口秀雄 総括報告及び 10th Asian Region Conference on Soil Mechanics and 
1995 

（災害観測実験センター） パネラー Foundation Engineering, Beijing, China 

田中寅夫
President of Commission 7 IAG The Fourth International IAG 

（地震予知研究センター）
Chairman The Fourth International Symposium on Recent Crustal 1994 

Movements in Africa (RCMA'94), at Nairoi, Kenya 

Member of the 

田中寅夫
Exectutive 

President of Commission 7 of IAG IUGG General Assembly at 
Committee of the 

（地震予知研究センター）
International 

Boulder, USA 

Association of Geodesy 

Committee, President of Commission 7,IAG IAG Regional 

田中寅夫
Member of Scientific 

Symposium on Defonnations and Crustal Movement 
1996 

（地震予知研究センター） Investigations using Geodetic Techniques, at Szekesfehervar, 

Hungary 

Convenor The 

田中寅夫 lntenational 
Geoid and Marine Geodesy (GraGeoMar96) at Tokyo, Japan 1996 

（地震予知研究センター） Symposium on 

Gravity 

Member of the 

•田中寅夫 ExecutiveGJIIIIIIilI氏 of Scientific Assembly of the International Association of Geodesy 
1997 

（地震予知研究センター） the International -IAG97-, at Rio De Janeiro, Brazil 

Association of Geodesy 

田中寅夫 実行委員 東アジアにおける自然災害の予測と軽減に関する国際シン
1997 

（地震予知研究センター） Keynote Lecturer ポジウム，於京都市

大志万直人 Local Organizing 13th Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth, at 
1996 

（地震予知研究センター） Committee Onuma International Seminar House, Hokkaido, Japan 

1994 Western Pacific Geophysics Meeting, at Hong Kong 1994 

大志万直人
Program Committee 

Xu, P., Convenor, The International Symposium on Current 
1997 

（地震予知研究センター） Crustal Movement and Hazard Reduction in Wuhan, China, 

from 4 Nov. to 7 

安藤雅孝
Coordinator 

尽都大学防災研究所共同研究 シンポジウム「震源に近づ
1997 

（地震予知研究センター） く」

Xu, P 
Convenor 

The International Symposium on Current Crustal Movement and 
1997 

（地震予知研究センター） Hazard R叫uctionin Wuhan, China, from 4 Nov. to 7 Nov. 

池淵周一
Coordinator, 

The International Conference on Water Resources & 

（水資源研究センター）
Organizing Committee, 

Environment Research: Towards The 21st Century 
1996 

Panelist 

池淵周一
Keynote Lecturer 

Stochastic State -Space Method for Real-time Flood Forecasting 
1996 

（水資源研究センター） and its application 

池淵周一
Keynote Lecturer 

Hydrological Forecasting and Scale Issues for Water Resources 
1997 

（水資源研究センター） Management 

池淵周一 Local Organizing Forth Japan-Chinese(Taipei)Joint Seminar on Natural Hazard 
1997 

（水資源研究センター） Committee Mitigation 

岡 太郎
Executive Committee 

International Symposium on Natural Disaster Prevention and 
1997 

（水資源研究センター） Mitigation 

小尻利治
Organizing Committee 

The International Conference on Water Resources & 
1996 

（水資源研究センター） Environment Research: Towards The 21st Century 

岡田憲夫
International Symposium on'Disaster Prevention Research 97' 

（総合防災研究部門）
Secretariat, Panelist at D.P.RI., Kyoto University, Uji, Japan(New Advances in 1997 

Disaster Prevention Research) 
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賓 馨 Organizing The International Conference on Water Resources & 
1996 

（水資源研究センター） Committee, Secretariat Environment Research: Towards The 21st Century 

賓 馨
Japanese Delegate 

The 12th Session of Intergovernmental Council for International 
1996 

（水資源研究センター） Hydrological Programme (IHP), UNESCO 

賓 馨
Executive Committee 

Workshop on Disasters Caused by Floods and 
1996 

（水資源研究センター） Geomorphological Changes and Their Mitigations 

賓 馨 Local Organizing Forth Japan-Chinese(Taipei) Joint Seminar on Natural Hazard 
1996 

（水資源研究センター） Committee Mitigation 

賓 馨
Executive Committee 

International Symposium on Natural Disaster Prevention and 
1997 

（水資源研究センター） Mitigation 

友杉邦雄
Secretariat 

The International Conference on Water Resources & 
1996 

（水資源研究センター） Environment Research: Towards The 21st Century 

中北英一
Secretariat 

The International Conference on Water Resources & 
1996 

（水資源研究センター） Environment Research: Towards The 21st Century 

中北英一
Organizing Committee 

Forth International Symposium on Hydrological Applications of 
1996 

（水資源研究センター） Weather Radar 

大石 哲
Secretariat 

The International Conference on Water Resources & 
1996 

（水資源研究センター） Environment Research: Towards The 21st Century 

2.国際学術雑誌への貢献

氏 名 役職等 雑 誌 名 （発行所、都市、国） 期 間

鈴 木 祥之
Editorial board Probabilistic Engineering Mechanics 1992～現在

（総合防災研究部門）

入倉孝次郎
Special Issue of the 1995 Hyogo-ken Nanbu Earthquake, 

（地震災害研究部門）
Editor in Chief Journal of Physics of the Eazth, Center for Academic 1995~1996 

Publications, Japan 

奥西一夫
Editor 

Zeitschrift ft>r Geomorphology, N.F., Ger1>ber Bomtreger, 
1996～現在

（地盤災害研究部門） Berlin-Stuttgart, Gennany 

奥西一夫
Editor Landslide News, Japan Landslide Society, Tokyo, Japan 1887～現在

（地盤災害研究部門）

二村 衛 Editorial board 
Soils and Foundations, 地盤工学会，東京， 日本

（地盤災害研究部門） member 
1996～現在

佐々 恭—
編集出版委員長 Landslide News, Japan Landslide Society, Japan 

（地盤災害研究部門）
1987～現在

高橋 保 Editorial Board 
International Journal of Sediment Research International 

（水災害研究部門） Member 
Research and Training Center on Erosion and Sedimentation, 1997~ 

Beijing, China 

植田洋匡 Editorial board 
Environmental Software, Computational Mechanics 

（大気災害研究部門） member 
Publications, Southampton, UK (1 9 9 2年以降 Elsevier 1981~1997 

Publications, London, UK) 

植田洋匡 Editorial board Atmospheric Environment, Part B Urban Environment, 

（大気災害研究部門） member Pergamon Press, London, UK 
1989～現在

植田洋匡 Editorial board Journal of Chemical Engineering of Japan,化学工学会，東

（大気災害研究部門） member 京， 日本
1997～現在

石川裕彦 Editorial board Journal of Nuclear Science and Technology,日本原子力学

（大気災害研究部門） member 会，東京，日本
1995～現在

石川裕彦 Special Editorial Journal of the Meteorological Society of Japan, Special 

（大気災害研究部門） board member Edition on HEIFE,日本気象学会，東京，日本
1994~1995 

山下隆男
編集メンバー

Coastal Engineering Journal 
1992～現在

（災害観測実験センター） (World Scientist, Tokyo, Japan) 

関 口 秀雄
Vice-editor 

Soils and Foundations 

（災害観測実験センター） (Japanese Geotechnical Society, Tokyo, Japan) 
1994~1997 
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表 彰

等

氏 名 名 称 受賞年月 内 容

岡田憲夫
土木学会論文賞

平成8年 多目的ダム事業における慣用的費用割振り法の改善のた

（総合防災研究部門） 5月 めのゲーム論的考察

岡田憲夫 カナダウォーター 平成 7年
ゲーム理論の国際共同研究及び国際学術交流協定の推進

（総合防災研究部門） ルー大学名誉工学博士 5月

多々納裕一
土木学会論文奨励賞

平成 9年 危険回避選好を考慮した 2段階離散選択モデルに関する

（総合防災研究部門） 5月 研究

亀田弘行
国際構造物の安全性

平成 9年

（総合防災研究部門）
・信頼性学会賞

1 1月
地震工学における信頼性の概念と方法の役割

(IASSAR賞）

中島正愛 日本建築学会賞 平成 9年 オンライン応答実験の信頼性向上と高度化に関する一連

（地震災害研究部門） （論文） 5月 の研究

嘉門雅史・応長雲．勝見武
日本材料学会論文賞

平成 9年 Leachate mechanism of lime and cement stabilized soil due to 

（地盤災害研究部門） 5月 acid rain 

佐々 恭二
地すべり学会論文賞

平成 7年
高速地すべりの運動機構とその予測に関する研究

（地盤災害研究部門） 11月

高橋 保
砂防学会論文賞

平成 7年 豪雨時に発生する石礫型土石流の予測（砂防学会誌（新

（水災害研究部門） 5月 砂防）， Vol.44,No.3, 1991年）

光田 寧
日本気象学会藤原賞

平成 8年 日中共同研究HEIFEの指導的役割を通して，乾燥地帯に

（大気災害研究部門） 5月 おける地空相互作用の研究を推進した業績

関口秀雄
土木学会出版文化賞

平成 8年
地盤の支持力

（災害観測実験センター） 5月

児島利治 日本リモートセンシ 平成 9年 リモートセンシング画像の空間分解能と土地被覆分類精

（水資源研究センター） ング学会論文奨励賞 5月 度の関係 -4種の画像と低分解能アルゴリズムを用いて—
中川勝広 土木学会水工学論文 平成10年 降雨タイプに依存した雨滴粒径分布パラメータとその鉛

（水資源研究センター） 奨励賞 3月 寵分布
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防災研究所将来計画検討委員会・長期ビジョン研究部会提言書

1．はじめに

長期ビジョン研究部会は、平成 7年度、 8年度の

2年度にわたって、当研究所の長期ビジョンについ

て検討を重ねてきた。将来の展望にあたっては、概

ね2025年頃までを視野に入れるとともに、そこにい

たる第 1ステップとして概ね2000年頃を目途にした

実現化重点方策についても具体的に議論した。本提

言書は、このようにして絞り込まれた長期ビジョン

の内容を、さらに平成9年4月より半年間にわたっ

てフォローアップし、その結果を文書化したもので

ある。

なお長期ビジョンの厳論にあたっては、平成 8年

度に実現した当研究所の改組後の体制を大前提にし

ているが、今後さらに第 2段階の改組もあり得ると

の立場から、現状にこだわらない自由闊達な発想を

重視してとりまとめたものである。

2.長期ビジョンの3つの柱

「21世紀のアジア・太平洋地域時代における防災

問題を総合的に研究する先進的な研究所」を展望す

るとともに、次の 3つの柱を機軸にして、その達成

を構想・志向することを提言する。（図ー 1参照）

1)研究(Research)：みずみずしさとメリハリの効

いた研究ライフサイクルの保持

●まずやるべきこと（実現化重点方策）

→委員会の簡素化とサバテイカル制度の実現

2)教育(Education)：総合性とプログラム性を高

めた21世紀型防災教育体制づくり

●まずやるべきこと（実現化重点方策）

→大学院教育の拡張とシャドウカリキュラム

の開発

平成9年10月6日

主査岡田憲 夫

3)社会的連繋貢献(Collaborationand Contribution) : 

社会に開かれた見える研究所

●まずやるべきこと（実現化重点方策）

→国際性の強化と国際戦略WGの常設

図ー 1 長期ビジョンの3つの柱とその統合性

3.みすみすしさとメリハリの効いた研究ライフサ

イクルの保持：各種委員会の簡素化とサバティカ

ル制度の導入

1)現状と目標

防災研究所教官の研究成果の蓄積が、研究所の活

動を測る指標となることは論をまたない。教官各自

が、それぞれの専門研究分野において、自らの意欲

と使命感をもって切磋琢磨することこそが、研究成

果蓄積の源となるが、同時に、研究所としても、教

官が研究に勤しめる環境を提供し続けることが求め

られる。

振り返って現状をみると、いわゆる「雑務」に追

われ、自由な研究時間がとれないという声も聞かれ
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る。ここでいう雑務は、例えば所内各種委員会への への専心に留まらず、外へ出て見聞を広める機会を

コミットメントを指すことが多い。研究所組織の運 提供する意味からも、「サバテイカル制度の導入」

営や研究所としての活動アヒ°ールなどに必要不可欠 にも踏み込み、その実現可能性を検討する。またサ

な委員会があることは論をまたないが、その場合で バテイカルを制度化することは、教官各人が、例え

あっても、目的に即して可能な限り効率的・効果的 ば7年に 1年は委員会参画義務を完全に免除される

な運用を模索すべきである。公平性の観点からみて、 ことを意味し、これは、委員会活動、つまり組織に

組織の一員としての各教官は、偏りなくこれら委員 対する個人の貢献を均等化し、公正な役割分担を保

会に参画し活動することを責務とすべきであろう。 証することにもつながる。

しかしながら、研究所が昨年に全国共同利用研究機

関として再発足して以来、所内委員会が激増するな

ど、組織の一員としての委員会活動義務と、個人と

しての研究義務のバランスをとることがますます難

しくなってきているのも事実である。

ここでは、「教官一人一人に自由でまとまった研

究時間が確保され続けなければならない」という基

本命題にたって「委員会の筋素化」を考え、委員会

の現状分析、簡素化に対する提案、簡素化にかかわ

る問題点を列記する。

さらに、全教官とりわけ若手教官に、「委員会の

簡素化」によって促進しうる「まとまった時間の確

保」を、より積極的に活用してもらうための体制づ

くりが不可欠である。すなわち、研究所内での研究

表 1 防災研究所委員一覧(1996年12月5日現在）

委 員 会 名 教授

創立100周年 11 

自己点検 4 
将来計画 8 

長期ビジョン 4 
独立研究科 7 

新営建物 3 
厚生

゜放射線 5 
学術情報 5 

図書 1 
リモートステーション 1 

洛南道路 11 

阿武山 6 
共同利用 1 0 

企画専門 6 
広報 5 
出版 1 
公開講座 2 
ニュースレター 3 
ネットワーク 2 

2)委員会の簡素化

(1)委員会の現状

以下に防災研究所教官が参画している委員会

の現状を示す。

①学内委員会

（大学院審議会、建築委員会、など所長や教

授が委員として出席する京大全体の委員会）

件数： 22件

委員構成：所長（役職指定）、教授

頻度：年間数度以上開催される以下の委員

会を除いて、原則として年に 1~2

会程度

（大学院規制等専門委員会、国際交

助教授 助手 開催頻度／年

゜ ゜
1 

2 

゜
3 

゜ ゜
6 

6 

゜
4 

゜ ゜
4 

6 

゜
3 

1 4 4 

゜ ゜
1 

2 

゜
4 

5 

゜
6 

3 3 6 

゜ ゜
3 

゜ ゜
1 

゜ ゜
3 

゜ ゜
6 

゜ ゜
2 

6 

゜
6 

3 

゜
3 

4 

゜
4 

゜ ゜
4 
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流委員会、国際交流会館委員会）

②宇治地区委員会

（宇治地区整備懇談会など宇治キャンパス研

究所の合同委員会）

件数： 12件

委員構成：所長、教授、極く一部に助手

頻度：ほとんど年に 1~2回

③所内委員会（含む共同利用委員会）

件数22件

（表 1参照）

④防災研究所センター運営委員会

件数： 5件

補足説明

・教授が委員となる委員会が多数を占めている。

・助教授は、例えば、厚生、出版委員会など、

主に作業を行う委員会に参画している。

・助手は、極く一部の委員会（厚生委員会、 リ

モートステーション運営委員会）を除いて、

ほとんど所内委員会へは参加していない。

(2)所内委員会簡素化の方針と可能性

①簡素化の方針

表 1に示す所内委員会は、それぞれ独自の

ミッションを負っているが、その性格をみる

と、将来計画委員会に代表される「研究所の

将来戦略を継続的に練るための委員会」と、

出版委員会のような「ルーチン作業をこなす

委員会」に大別される。

●簡素化の方針として「ルーチン作業が主たる

委員会」では、「集中型」の委員構成、つま

り、一人もしくは二人が任期期間中全責任を

もってその任にあたる「一人（二人）委員会」

を提案したい。「一人（二人）委員会」への移

行が比較的たやすいものとして、たとえば以

下の（小）委員会が挙げられる。

厚生委員会

図書小委員会

出版小委員会
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公開講座小委員会

ニュースレター小委員会

補足説明

現在、図書、厚生、出版、公開講座、ニュー

スレター委員会で延べ19人参加している。もし

一人委員会とすると 5人でまかなえる。つまり

会議の出席頻度は 1/4となる。

●研究所の将来戦略を継続的に練るための委員会

は、委員会がもつ使命からも、密な意見交換が

不可欠となり、上記のような「一人（二人）委員

会」のような形態とは別の仕組みを模索しなけ

ればならない。委員会への出席回数を減らす方

策としては、電子メールなどを活用した「リ

モート会議」との併用が考えられる。

●可能性と問題点

「一人（二人）委員会」の実現可能性は高く、研

究所の総意としていくつかの委員会から試行す

ることが望ましい。ただ「一人（二人）委員会」

は以下の問題点を内包しており、これらの問題

点に対する適切な処置をなお検討する必要があ

る。

「一人（二人）委員会における最終責任の所在

教授以外の委員がその任にあたる場合、万一

の不備に対して誰がどう責任を負うのかを明確

にしておく必要がある。これをはっきりさせて

おかないと、委員は後顧の憂いなく任をまっと

うすることができない。ただし一人（二人）委員

会は、特定の個人にその任が集中するため、相

互チェックの機能が働きにくいきらいがある。

従って、実際の運用にあたってはこれを主とし

て作業委員会（部会）的なものに留め、全体（ニ

人以上）で最終的な確認・検討をする方式を併

用することが現実的であろう。

複数委員会の必要性

例えば、公開講座小委員会では、公開講座時

に多人数を要するなど、一人（二人）で全てをこ

なせないことも少なくない。これについては、



代表（責任者）が委員会の幹事としての任にあた

り、必要なときだけ協力者を募るという方式が

考えられる。ただこれら協力委員が常に召集さ

れるようでは、「一人（二人）委員会」がもつ本

来の利点が失われてしまう。

作業マニュアルの整備

作業を中心とする委員会には作業のルールが

あり、そのルールを継承することによって委員

会の継続性が保たれる。「一人（二人）委員会」

への移行は、同時に教官一人一人がその作業に

関与する頻度を減らすことも意味するので、継

承を確実にする「作業マニュアル」を整備して

おくことが求められる。

本音の議論と必要性

研究所の将来戦略を継続的に練るための委員

会を、電子メールなどを用いた「リモート会

厳」を併用することによって、各委員が会議に

拘束される時間を軽減できる。ただリモート会

議だけで完結するものではなく、ときには顔を

付き合わせた本音の議論を集中的に行うことも

要求される。メリハリの効いた議論の場をどう

確保し続けるか、なお検討を要する。

(3)学内委員会などへの対応

①方針

2)-(1)にも示したように、所内各委員会の

他に、学内委員会・宇治地区委員会など、防

災研究所内では完結しえないために、研究所

だけで主体的に改革することが困難な委員会

も少なくない。これら委員会への対応として

は、委員のほとんどが教授であることも考慮

し、常時多数の教授に委員を割り振る「分散

型配置」よりも、むしろある期間内は特定の

教授が幾つもの委員会を兼任する「集中型配

置」が考えられる。具体的には、部門長・セ

ンター長が中心となった傾斜型の委員配置が

有力となる。

②可能性と問題点

学内委員会の任期：

学内委員会の任期は原則として二年である

のに対して、部門長の任期は原則一年と

ギャップが生じる。（センター長の任期は複

数年固定であるのが普通であるから、問題は

さらに複雑になろう。）これらの点を考慮し、

学内各委員会の性格を考えつつ、適切なロー

テーションを組むことが求められる。

3)サバテイカル制度の導入

(1)教育活動の現状

教官がまとまった時間を確保し研究に専念す

る過程において、一時的に教育義務（授業など）

から開放されることもときとして望まれる。と

りわけ所外で研究に従事したい場合などには、

教育義務からの解放が必要条件となる。防災研

究所教官が関与する大学院授業と大学院生研究

指導の現状の概略を以下に示す。

①大学院授業

・工学、理学両系ともに、教授と助教授がペア

となり、 1科目（前期もしくは後期）の講義を

もっている場合が大半を占めている。

•その他に演習なる科目があるが、これは基本

的にはゼミ生指導を指している。

②防災研究所で指導を受けている大学院生

(1996年12月5日現在）

博士 修士 教官一人当た
教授数 助教授数

課程課程 りの大学院生

工学系 13 

理学系 32 

52 

36 

21 

13 

15 

15 

(2) サバテイカル制度導入の可能性

1.8 

2.4 

サバテイカル制度実現のための要件として、

一定の期間（半年以上一年以下）

•各種委員会義務からの解放

・授業義務からの解放

が挙げられる。各種委員会からの解放について

は、各種委員会の簡素化がその道をひらく。ま
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た授業義務からの解放については、関連教官の

相互互恵と協力支援が大前提である、例えば講

義の担当者の複数制と代表者の設定、そのロー

テーション、講義の隔年化などについて合意に

基づいた体力づくりが不可欠であろう。いずれ

にしても、長期的な展望にたって事前の計画・

調整を適切に行えば、十分実現可能であろう。

ぜひとも本制度導入にむけて、より具体的か

つ戦略的な取り組みを研究所全体として開始す

ることを強く提唱するものである。

4.総合性とコログラム性を高めた教育体制づく

り：大学院教育の拡充とシャドウカリキュラムの

開発

1)防災研究所での大学院教育の現状と展望

防災研究所における教育活動は、研究及び社会的

連携・貢献と並ぶ京都大学防災研究所三大使命の一

つであると考えられる。具体的には、「総合防災学

の確立」（総合性の強化）と「教育プログラム整備・

教育制度整備」（プログラム性の強化）の 2つの側面

が含まれる。平成8年9月に教授会で報告された防

災研究所長期ヒ‘‘ジョン研究部会中間報告では、「総

合防災学の確立」（総合性の強化）及び「教育プログ

ラム整備・教育制度整備」（プログラム性の強化）の

それぞれについて、次のような現状分析と将来展望

が記されている。

(1)総合防災学の確立

あらゆるハザードを対象として、基礎研究が

積み重ねられてきているのが現状である。この

点は今後とも継続発展されるべきである。今後

は第 1ステップとして、基礎研究だけでなく、

実用化を目指した研究の推進が求められている。

その実現のためには、多元的な業績評価基準の

設定が求められる。次いで第 2ステップでは、

理工学と人文社会科学の統合を目指した試みを

始めるべきであり、その過程で萌芽的な研究を

育成する環境の整備が必要になる。最後に、こ
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うして培われた多様性を重視する姿剪を保持し、

常に新しい課題・新しい分野への挑戦を続ける

ことが求められている。

(2)教育プログラム整備・教育制度整備

大学院教育における防災研究所の貢献は、理

学・工学・農学の協力講座としての貢献にとど

まっているのが現状である。今後は防災研究所

独自の大学院教育が可能になるような教育プロ

グラムの整備と教育制度の整備が必要になる。

その第 1ステップは、既存研究科内での防災関

連授業科目の充実を図るとともに、平成10年度

に新設が期待される情報学研究科へ参画し、防

災関連分野を拡大することが必要になる。教育

制度の整備の最初の目標は、防災学の修士課程

の創設である。そのためには、安定し社会的評

価の高い防災関連の職位が必要であり、公務員

定員枠として「防災職」の創設を求める努力も

必要である。また、大学院の形態も伝統的な形

態ばかりでなく、防災関連の連合大学院といっ

た選択肢も考えられる。それぞれの利害得失を

長期的視点から分析しておくとともに戦略的な

プライオリティづけも必要になってこよう。教

育制度の整備の最終の目標は、防災学の博士課

程の創設である。そこでは防災研究所のそれま

での努力の成果である総合防災学の次代を担う

優秀な人材を育てるべき「総合防災システム研

究科（仮称）」という独立研究科を設立できるだ

けの学の蓄積が求められている。

教育制度という面からはすでに独立研究科構

想ワーキンググループから答申が将来計画委員

会に対してなされ、防災研究所独自の大学院プ

ログラム設立は、独立研究科はもちろん独立専

攻であっても当面は難しいという提言がなされ

ている。阪神淡路大震災から 3年近くが経過し、

近年のわが国の財政状況をみると、この結論は

妥当なものといわざるを得ない。

しかし、防災研究所の改組、国立大学共同利



用研への移行の過程をみると、どのような状況

に置いても明確な将来像を持ち続け、その実現

に向けた努力の積み重ねが大切である。その意

味では、たとえ現状では実現の可能性は低くと

も、「総合防災システム研究科（仮称）」という

博士課程の教育プログラムの実現に向けた努力

を継続する必要がある。その試みが総合防災学

の確立につながるものである。そこで本報告で

は、教育制度上の問題としてではなく、教育プ

ログラム上の理想型としての大学院教育プログ

ラムの概要を明らかにする。

2)防災研究所が行う大学院教育の理想型

防災研究所における大学院教育の特徴は図ー 2に

示すような三角形によって明確に表現することがで

きる。その目標とするところは、防災学という知の

体系を確立し、その体系を具体化しうる優秀な人材

を養成することである。

三角形の 3つの辺は、 Science, Engineering, 

Managementという 3つの知の形態を示している。

日本語に直せば、それぞれ理学、工学、実践学（実

践運営学、以下実践学と略す）と呼べるのではない

だろうか。 Science（理学）は、防災に関するものご

との理（ことわり）を明らかにすることを目指してい

る。当然、自然現象としての災害のみならず社会現

象としての災害も研究の対象としている。

Engineering（工学）とは種々の制約条件・境界条件で

の防災課題の解決法の開発を目指している。物理法

則に主として支配されるハードな施設整備と同時に、

社会的慣習や文化的な規定に強く規定されるソフト

な制度・システムも対象としている。最後の

Managementとは災害軽減を可能にする合理的な対

策の実現を目指している。ハザードの理解を深化さ

せ、その振る舞いを予知予測できる能力の向上から

始まり、被害抑止策や被害軽減策の合理的な組み合

わせ能力の向上までを対象としている。さらに、

Science, Engineering, Managementという 3つの知の

形態が、いずれに偏することなく、三者のバランス

を保ちながら相互に結びついていること、このバラ

ンスこそが防災研究所における大学院教育の最大の

特徴である。

一方、三角形の 3つの端点は、自然災害科学、人

文社会科学、防災政策科学、という防災研究所での

大学院教育の核となる知の体系の 3分野を示してい

る。従来の防災の主体である自然災害科学の分野だ

けに防災がとどまるのではなく、人文社会災害科学、

防災政策科学をも統合する防災に関する文字どおり

総合的な防災学の構築を目指している。学問の姿勢

としても理工学的なアプローチだけにとどまらず、

自然災害科学にもManagementの視点を導入し、防

災政策科学という新しい分野の創造を行いながら、

実践学としての防災学の構築を目指している。

防災政策科学

Engineering Management 

Science 
自然災害科学 人文社会災害科学

図ー2 防災学の体系化へむけて

3)シャドウカリキュラム案

(1)防災研究所での大学院教育の 3分野とそれを特

徴づけるキーワード（例）

①自然災害科学

地震災害、地盤災害、水災害、大気災害、地

震予知、噴火予知、環境災害

②人文社会災害科学

総合防災システム、社会情報心理、災害医療、

防災社会構造、防災都市空間、火災、防災交
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通、防災教育、生涯教育、社会人教育、留学

生教育、実務者

③防災政策科学

災害リスクマネジメント、水利用システム、

防災政策、災害法政、災害経済、危機管理、

国際防災、国際災害比較、国際災害調査、国

際貢献、国際災害情報、国際防災技術

(2)各分野ごとの具体的科目名

①自然災害科学

防災気象学、気象災害論、防災気象セミナー

暴風雨災害論、耐風構造論、耐風構造セミ

ナー

地盤災害論、土砂災害論、防災地形学、防災

地質学、土砂災害セミナー

洪水災害論、海岸海洋災害論、都市水害論、

防災水文学、水災害セミナー

地震災害論、地震防災論、地震予知論、地震

防災セミナー

火山防災学、噴火予知論、火山地域防災セミ

ナー

②人文社会災害科学

総合防災システム論、社会情報心理学、災害

医療論、防災社会構造論

防災都市空間論、消防防災論、水利用システ

ム論、巨大災害論

総合防災セミナー、災害史セミナー、災害情

報セミナー、防災医療セミナー、防災都市セ

ミナー

防災教育論、市民防災論、防災実務論、市民

防災セミナー

③防災政策科学

防災政策論、災害法政論、災害経済論

防災危機管理論、防災政策セミナー

国際防災論、国際災害比較論、国際災害調査

法

国際防災貢献論、国際災害情報論、国際防災

技術論、国際防災セミナー

4)今後の課題

上記のシャドウカリキュラム案は、大学院教育と

しての総合防災システム研究科（仮称）を具体化する

ための一つの試みであり、決して十分に練り上げら

れたものではない。要は、このようなシャドウカリ

キュラム案をじっくりと練りあげていく体制づくり

を常時重ねていくことが肝心であろう。

5.社会に開かれた見える研究所づくり：国際性の

強化と国際戦略WGの常設

1)防災研究所のこれまでの働き

(1)総括

防災研究所は、これまでも様々な国際共同研

究を実施してきた。研究課題の発掘、人的交流、

防災技術・知識の交換と移転といった点で、一

定の成果を挙げ、かなりの実績を培ってきたと

言える。参考資料 1に最近の国際協力等につい

てまとめている。

(2)これまでの問題点・反省点

しかしながら、以下のような問題点・反省点

が挙げられる。

①各地域の各課題に個別的に対応してきた。防

災研究所全体としての明確な国際的ビジョン

・目標が設定されていなかった。たとえば

「国際的な防災問題（国際防災学）」というよ

うな視点・枠組みの場を持っていなかったた

め、各活動の位置付け・意味付けが不明確で

あった。

②自発的な研究プロジェクトの創出を絶えず

行ってきたか。外部からの要請に対応すると

いうことが多かったのではないか。

③開発途上国を相手とした共同研究の場合、観

測機器の供給、技術の移転など、どちらかと

いえば持出す方向が多くて、必ずしも防災研

究所およびその研究者自身が高められる結果

につながらなかったのではないか。

④共同研究を実施するための枠組みづくりに多
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大な労力が割かれてきた。こうした枠組み作

りも研究活動の一部ではあるものの、研究そ

のものにもっと集中できるようにしなければ

ならない。

⑤共同研究を実施する予算が、国際共同研究等

経費、科研費（国際学術研究）、在外研究員関

連経費などに分散しており、これらが必ずし

も有機的に機能していない。これらの予算を

なんとか融通してまかなっているのが現状で

ある。

⑥外国人（学生及び研修生）の教育体制・プログ

ラムが十分に工夫されてきたかどうか。

2)国際社会における防災研究所の使命は何か

防災研究所の国際性の強化を考えるには、国際社

会における防災研究所の使命を定義し、国際的なビ

ジョンと目標を明らかにして、これに基づき国際的

な研究・教育活動のco-ordinationを戦略的に行って

いく必要がある。

21世紀のアジア・太平洋地域時代における防災問

題を総合的に研究する先進的な研究所として、以下

のような使命があると考える。

(1)国際防災研究の育成と人材養成

人（国際的な研究者）を育て、研究（国際的な

研究テーマ、学問体系）を育てる。

(2)先進的研究の推進

防災に関する最先端（フロンティア）技術・理

論を磨く。

(3)機動性・即効性（迅速な国際貢献）

海外（特にアジア・太平洋地域）における突発

災害に対して迅速かつ機動的な対応・調査がで

き、その調査に基づく現象の解明、災害対策に

関する研究開発を早期に効果的に行う。

(4)アジア・太平洋地域における防災研究の拠り所

アジア・太平洋地域において多発する災害の

原因と構造を解明し、効果的な防災対策を提案

する。

また、先進諸国が抱える防災問題は何かを明

らかにし、いずれ先進諸国のような状況を迎え

るこの地域の防災研究の拠点として貢献する。

(5)世界の防災研究拠点

世界の防災研究を担う (COE)拠点の一つとし

てleadinginstituteの機能を発揮する。

(6)教育・情報発信

知識と技術の移転 (KIT, Knowledge and 

Technology Transfer)のためのトレーニングの場、

防災に関する種々の情報発信のネットワークの

中心として機能する。

3)国際的な使命を実現するために

上記の(1)~(6)を実現するために、以下のような施

策が考えられる。

(1)国際的な研究企画・研究経営を常に考える仕組

み（「国際研究企画チーム」のようなもの）を防

災研究所の中に作っておく。

たとえば、

●防災研究所としての立場から、人材派遣、国

際研究プロジェクト立案などについて常時考

えておく必要がある。

●在外研究員として計画的に研究者を派遣する。

（長期・短期、一般・若手）

●外国人研究者・留学生を計画的に招へいする。

（長期・短期、一般・若手）

●防災研究所海外事務所（中国、東南アジア）を

設置し、ここを中心に共同研究、学術交流を

推進する。

(2)先端的研究プロジェクトを研究所として支援し、

得られた成果を海外にアヒ°ールできるような体

制を確立する。

たとえば、

●所長の裁量により決裁できるような先端研究

支援経費のようなものを設定する。

●先進諸国の防災研究機関との研究交流をすす

め、関係を強化することにより、先端的な研
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究開発を推進する。

(3)突発災害への海外派遣体制（特に経済措置を毎

年しておく）と、その災害調査に関連する帰国

後の研究活動支援体制を確立する。

たとえば、

●海外突発災害調査・研究基金のようなものを

委任経理金等で準備しておく。

(4)既にある人脈を拡大して、国際的研究ネット

ワークの拡大・強化を図る。

たとえば、

●国際的研究プロジェクトの立案とそれへの外

国人共同研究者の導入。

(2国間共同のみならず多国間共同プロジェ

クトを推進する）

●国連機関等への研究プロジェクトを提案しこ

れをリードする。

●海外の防災関係研究機関との提携

●インターネット上でのメイリングリスト作成。

(5)防災研究所での研究（過去・現在・未来）をア

ピールする。

たとえば、

●防災研究所ホームページの充実。

●国際的ニューズレター・電子掲示板を作る。

●国際共同研究の成果を全世界に公開する。

●国際共同研究プロジェクトの計画を全世界に

公表する。

(6)国際的トレーニングコースを開設する。

たとえば、

●防災研究所において毎年短期間のトレーニン

グコースを開催し、海外に参加を呼びかける。

●あるいは、海外の研究教育機関(ex.AIT:

Asian Institute of Technology等）に出向いて毎

年トレーニングを開催する。

4)今後すぐにやるべきこと（実現化重点方策）

(1)進行中の国際共同研究(~2000年頃まで）。

①国際防災の十年(IDNDR)

●現在進行中の文部省特別事業（中国及びイン

ドネシア）は、 1998年度まで。研究成果の公

開を図る。

•IDNDRの期間終了時に、防災研究所として

の一応の総括、例えばIDNDRを終えるにあ

たっての何らかの宣言文のようなものが提示

・採択できるか、検討が必要。

②アジアモンスーンエネルギー水循環研究観測

計画(GAME)

● 現在進行中の文部省特別事業は、 2000年度

までに研究成果の公開が予定されている。

③ユネスコ国際水文学計画第 5期(IHP-V)

●ユネスコの国際共同研究として1996~2001年

に実施される。

●東南アジア・太平洋地域を対象として科学研

究費・国際学術研究（共同研究）申請中

●IlIP-VIも実施されることはほぼ確実。それ

の研究計画立案への参画を検討すべき。

④その他

(2)ポストIDNDR、ポストGAMEを視野に入れた

国際フロンティアW Gの常設。

●ポストIDNDRの戦略については、現在亀田

教授を中心としてWGで検討中である。

今後は、ポストGAMEも含め、あらゆるタ

イプの災害を想定した多様性と長期的計画性

を備えた国際化プログラムを持続的に開発し

ていく体制づくりが不可欠であろう。

(3)拠点大学方式による学術交流の準備を進め開始

する。

(4)その他の経済的リソースの発掘、開発を進める。

(5)防災研究所内の国際性強化のための体制造りを

図る。

(6)国際的な人的リソースの発掘、育成を図る。

5)まとめ

以上、防災研究所として、長期的・計画的に国際

性を強化するために検討した結果を述べた。要は、21
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世紀のアジア・太平洋地域時代にみあった世界的に

最先端の研究所であるべきである。従って、そのよ

うな視点から多彩な国際的貢献が求められている。

しかしながら、そのために個人ベースの生き生き

とした研究活動が疎外されたり、疎かになってはな

らない。必ずしも国際的課題でなくても、国内にお

いても防災に関する重要な課題はいくつもあるので、

そのような課題と整合を保ちつつ、世界に貢献でき

る研究所を目指していく必要がある。

6.むすび

本提言は、今後の防災研究所の長期的な将来像に

ついて関係教官・職員全体で検討していくための素

材を提供するものであるから、今後もこれをたたき

台に持続的かつ全所的に議論を重ねていくことが求

められる。その際、重要なことは将来の展望を単に

抽象的に議論するだけでなく、本提言書で明示した

ような第 1ステップとしての実現化重点方策を取り

上げ、それを突破口とした具体的な戦略を実行に移

すことであろう。このように小さくても着実な第 1

ステップが実行に移されることを特に切望する次第

である。

将来計画検討委員会・長期ビジョン研究部会

主査 岡田憲夫

副主査 林 春男

石川裕彦

大志万直人

嘉門雅史

佐々 恭二

賣 馨

中川

中島正 愛

松波孝治
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参考資料 平成8年度における国際協力等の実情

1.特別事業費（国際共同研究等経費）で実施してい

る国際共同研究（平成8年度）

A. 中国及びインドネシアにおける自然災害の予

測とその防御に関する国際共同研究(IDNDR)

相手国：中国、インドネシア

期間： 1991-1993、1994-1998

B. GAME（アジアモンスーンエネルギー水循環

観測研究計画）

相手国：中国

期間： 1996~2000

2.科学研究費（国際学術研究）

年度
採択

主 な 相 手 国 総額
件数

5 7 
中国、バングラデシュ、フィリピン、

インドネシア、米国

6 8 
中国、バングラデシュ、フィリヒ°ン、

インドネシア、米国

7 5 中国、インドネシア、フランス

8 6 中国、インドネシア， 3 中国、フィリヒ°ン、米欧

3. JICA 

A.バングラデシュ（洪水）

B. 中国（地すべり）

4.海外研究教育機関との間の協定など

A. IDNDR関連

a)京都大学防災研究所と中国国家地震局工程力

学研究所との共同研究推進に関する合意書

(1994年 5月30日）

b) 「インドネシアの火山物理学とテクトニクス

の研究」に関するインドネシア共和国鉱山工

ネルギー省地震鉱物資源総局と日本国京都大

学防災研究所との間の協定(1993年 7月2日）

c)京都大学防災研究所と中国西安市建設委員会

との共同研究推進に関する合意(1994年 4月

1日）

d)京都大学防災研究所・インドネシア公共事業

省水資源開発研究所共同研究実施同意書

(1994年 6月28日）

e)京都大学防災研究所と中国科学院成都山地災

害研究所との共同研究推進に関する合意書

(1995年 8月18日）

B. GAME関連

●京都大学防災研究所と中国科学院蘭州高原大

気物理研究所との間の学術交流に関する協定

(1994年 8月23日）

C. その他

a)京都大学防災研究所とオクラホマ大学研究局

との間の学術交流に関する協定(1991年 1月

25日）

b)京都大学防災研究所と蘭州高原大気物理研究

所との間の「チベット高原における地空相互

作用に関する共同研究の実施についての覚書

(1996年 6月26日）

5.留学生、研究生等の受入（平成8年度）

部門センター アジア
北米・ 欧州・

その他
南 米 ロシア

総合防災 3 

地震災害 3 1 

地盤災害 3 1 

水災害 4 

大気災害

災害観測実験セ

地震予知研究セ 2 1 

火山活動研究セ 1 

水資源研究セ 1 2 1 

巨大災害研究セ 1 
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