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第 9 回 ア ジ ア地域会議に 出席 して

岸 田 英 明 （き しだ ひ で あ き）

東京工業大学教授　大学院総合理 工 学研究科

　 国際土質基礎工 学会 （ISSMFE ）は各 国 の 学 会

（Member 　Society）に よ っ て 構成され ， 4 年 ご との

国際会議 や地域会議 は 開催地の学会 に よ っ て 運営 さ

れ て い る 。 ア ジ ア地域会議は1960年 2 月にイ ン ドの

ニ ュ
ーデ リ

ーで 第 1 回が開催 され た の が始ま りで あ

る 。

　 1991年12月 9 日 か ら13 目まで タ イ の バ ン コ ッ ク で

第 9回 ア ジ ァ 地域会議が開催 され，東南ア ジ ア学会

とア ジ ァ 工科大学 （A ．1．T．）とが 共同 で 会議 の運営

を行 っ た 。 東南 ア ジ ァ学会は東南ア ジ ァ地域 の 7 か

国 （シ ン ガポ ー
ル

，
ス リラ ン カ

， タ イ ， 台湾 ， フ ィ

リ ピ ン
， 香港お よび マ レ ーシ ア ：各国の順 は アイ ウ

エ オ順）が共同 し て 設立 し た地域 の 学会 で あ り， 国

際土質基礎工 学会 の 中で複数の 国か らな る 唯一の学

会 で あ る 。

　 こ れ ま で の ア ジ ァ地域会議の 開催国 （地域）は イ

ン ド （1960， 1975）， 日本 （1963， 1987），イ ス ラ エ

ル （1967， 1983）， 東南ア ジ ア （1971，
1979

， 1991）

で あ り， 次回は1995年に中国の北京 で 開催 される 予

定で ある 。 学問 は政治 と無関係 な もの であ るが， 学

会 を開催する 時 に は政治が 顔を出 して くる 。 現在 は

回教 の 国 （例え ば ，
マ レ ーシ ア）は イ ス ラ エ ル 国民

に対 し て入 国i査証 を発行 し な い の で，イ ス ラ エ ル の

人は マ レ
ー

シ ア で 開催 され る会議に は 出席 が で きな

い
。 地 域会議 を主 催する 国は会議の費用 ， 運営を始

め と し多 くの 問題 を解決 しなければな らず ， 非常に

苦労が多い
。

　第 9 回 ア ジ ア 地 域会議で こ の 苦労を
一

手 に 引き受

けた の が ア ジ ァ 工 科大学の A．S．　 Balasubramaniam

（バ ラ ス ブ ラ マ ニ ア ム ）教授で ある。今回 の 会議が

大成功 で あ っ た の は彼 と本城勇介助教授を始め とす

る ア ジ ア 工 科大学 の 地盤工 学関係者 の 献身的な努力

によ る も の で あ り感謝する 次第であ る 。

　筆者は東南ア ジ ァ地域学会 の会員 で もあ り， こ の

地域 で 開催 され た過去 3 回の ア ジ ア 地域会議に はす

べ て 出席 し て い る
。

1971年の 第 4 回会議か ら20年 を

July，　1992

経て 再 び バ ン コ ッ クで開催 され た今回 の 会議 に出席

し， 会場に展示 され て い た第 4 回会議出席者全員の

記念写真 （土 と基礎 ，
Vol．19，

　No ，12 の グラ ビ ア ペ

ージに掲載され て い る） を見て ， 20年 とい う年月の

重み に つ い て感慨無量で あ っ た 。

　 今回 の 会議 で は ， 20年 前に研究が始 ま っ た ば か り

の 構成方程式 が実際 の 問題 に適用 され る よ うに な り，

東京大学 の 石 原研而教授に よ る 地震時 の 地盤の液状

化 に関する特別構演や Morgenstern （モ
ーゲ ン ス タ

ー
ン ）教授 が行 っ た環境地盤工 学に関連 した会長講

演な ど ， こ の 20年間に お け る研究の 進歩 と土質基礎

工 学に お ける重要課題 の 変遷が明確に 示 され て い た 。

　研究発表だ け で はな くて ， 会議 の 参加者 も20年間

に は い ろ い ろ と変化する
。 第 4 回 の 時に は 国際土質

基礎工学会 ア ジ ァ地域副会長 と し て歓迎の ス ピーチ

を され た最上武雄先生や東南 ア ジ ア 学会 の 大御所 で

あ っ た マ レ
ー

シ ア の Chin　 Fung　 Kee （チ ン
・

フ ン

・キ
ー
）數授が亡 くな られ て い る。当時は 目本 め幹

事 とし て 走 り使 い を して い た石 原さんが国際学会副

会長と して ア ジ ア地域代表者会議 を司会 され ， 若手

研究者 で活発 に個人的な討論 を ロ ビ ーで 行 っ て い た

太田秀樹 さん （金沢大学教授）が粘土地盤 の 変形予

測 に関する 報告をす る な ど今昔 の感 が あ っ た
。

　今 回の 会議で肝銘 を強 く受 けた の は ，
シ ン ガ ポー

ル
， 台湾を始め とする ア ジ ァ 各国 の 若手研究者 ・技

術者の 台頭で ある 。 こ れ らの 国々 の経済的発展が 目

覚し い こ とは よ く知 られ て お り， 土質基礎工学 に関

係 の ある 大規模な工 事 と し て は 台北 の地 下 鉄 工 事

（Moh 博士 が Chin　Fung 　Kee 教授記念講演で 発表

して い る ），
バ ン コ ツ ク や シ ン ガポー

ル で の 高層建

物 の 基礎や根切 り工 事が ある。 こ れ に関連 し て 米国

・ヨ
ー

ロ ッ パ ・日本で勉強した優秀な研究者 ・技術

者が続 々 と帰国 し ， 自国 で の 工 事現場に密着 し て 活

発に 研究 を行 っ て い る。

　国際会議 （地 域会議） に発表 され る 目本 の 論文 は

Academical な もの が多 く， 現場 で仕事を して い る
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巻 頭 言

技術者の 発表が少な い
。 こ れ は土質工 学論文報告集

に つ い て も同 じ こ とが い える 。 第 4 回の 会 議 で は

Academical と思われ て い た 土 の 構成方程式や塑性

ポ テ ン シ ャ ル も， 数値解析法 の 発展 によ っ て 今 目 で

は 実務家 に と っ て も重要な 問題 に な っ て い る
。 故最

上先生 が 「こ れ らの 議論が い っ ま で も too 　 much

academical の 立場 を と り続け る もの で ある か，ど の

よ うな と こ ろ で Practicalへ の 突破 口 を見 い 出す で

あ ろ うか ， こ れ もまた見 も の で ある 」 と第 4 回の 会

議 で述 べ られて い た こ と が思 い 出 され る 。

　 日本 と反対 に発展途上国か らの発表 は 工 事 に関連

の ある もの が多 い
。 それ らの技術的水準は決 して高

い と は い えな い し
， 日本 で は

一
般的な工 法 （例 えば ，

根切 り工 事の 逆打ち工 法）が最新工 法 と し て紹介 さ

れて い る 6 こ れは 彼 らの 勉強不足 を責 め るよ りは，

我 々 が工 事や工法 に関連 の あ る論文 を多数 の 人 の 目

に触れ る 国際会議 （地域会議）の 場に 発表 し な い こ

と に責任が あ る と思 う。 私事で恐縮で ある が1977年

の 国際会議 に 発表 し た鋼管杭 の 閉塞効果 の 論文 に つ

い て は 今で も問い 合わ せ があ り， 最近 で はそれ に関

連 した論文や資料を送 つ て ほ し い （目本語で 書か れ

て い て も こ ち らで 翻訳をする） と の 手紙 をい た だ く

こ とが多い
。

　土質基礎工 学で は too　much 　 academica1 も重要

で あ るが
，
Practica1も同じ程度 に 重 要 で あ る 。

Terzaghi （テ ル ツ ァ
ー

ギ） と Peck （ペ ッ ク） の 共

著 で あ る 「土質力学 」 の原書 の 題 名 は
” Soil　Me −

chanics 　in　Engineering　Practice” で あ り， 今後は工

事現場で 仕事を し て い る 技術者が Practicalな 論文

を積極 的に会議に 発表 され る こ とを期 待 し た い
。

「英語 で論文 を書 くの は どう も苦手 だ 」 とか 「論文

を書 く暇がない 」 とい う話 をよ く聞 くが ， 地球 が小

さ くな っ た今 の 時代に 日本国内で 内弁慶にな っ て い

て も意味が な い
。 土質工 学会 も工 事関係 の 論文 の 発

表に対 し て い ろ い ろ の 面で 積極的に 手助けをす る こ

とが必 要で あ る 。
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　生活水準が向上する と，人間は よ り快適 な環境を

要求す る。以 前は問題 に され な か っ た杭打 ち工 事 の

騒音 も最近 で は 東南ア ジ ア の 各都市で 建設公害 と し

て 取 り上 げられ ， 場所打ち コ ン ク リ
ー

ト杭 の 普及 が

著 し い よ うで ある 。 シ ン ガポ ール の S．L ．　Lee（リ
ー）

教授は 特別講演で ， 場所打ち コ ン ク リ
ー

ト杭の 先端

部分 に グラ ウ トを行 っ て ， ス ラ イ ム 処理 と杭体の健

全性 とを同時に確認する 工 法 と施工 実績 の 発表 を行

っ た。

　彼 の 講演は会議の最終 日 の最後に行わ れ た の で，

参加者 の記念写真撮影まで の 時間に場所打ち コ ン ク

リ
ー

ト杭の 施工 に つ い て 立 ち話 をし た 。 そ の場 に米

国 の コ ロ ラ ド大学 の 工D ．Nelson （ネ ル ソ ン）教授

（第 4 回会議で は幹事と して活躍 した人） もお り，

場所打ち コ ン ク リー ト杭で は 設計図 ・ 仕様書ど お り

に杭 が正確 に施工 され て い る こ とを保証す る検査 を

す べ て の 杭に つ い て行 うこ とが必 要で ある とい う点

で 3 人の 意見が一致 し た 。 今後は場所打ち コ ン ク リ

ー
ト杭の 検査方法 を確立 する こ とが重要な課題 にな

る と思わ れ る 。

　 日本か ら の 参加者は 99人 で あ り， 開催地 の タ イ の

95人 よ り 4 人 も多 く， 会議参加者数で は第 1 位で あ

っ た 。 国際学会 の 情報検索 シ ス テ ム （Geotechnical

Abstracts）を行 っ て い た ドイ ツ が経済的な負担 に耐

えか ね て ， そ の 作業を中止 す る こ とにな っ た。国際

学会事務総長 の （Parry）パ リ
ー
博士 と筆者 とは こ の

件で 話 を したが ， 彼は 「情報検索は重要な仕事で 何

とか 継続 し た い 。 米国の Geodex や A ．1．T．の AGE

が情報検索に 関す る仕事を し て い る の で こ れ か ら両

者 と相談 し よ うと思 っ て い る が ， 日本 も是非 こ の 仕

事に何 ら か の 形 で参加 し，協力 をし て ほ しい 」 と述

べ て い た 。 地域会議の 参加者数だ け で な く， ほ か の

国際協力で も日本 は 第 1位 に なる よ うに 努力する こ

とが今後は必要で あ る と思 う 。

　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 （原稿受理 　　1992．3．26）
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