
The Japanese Geotechnical Society

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Geotechnlcal 　Soclety

総 　　括

デ ィ ス カ ッ シ ョ ン セ ッ シ ョ ン 2

地盤工 学におけ る継続教育　G−CPD シ ス テム の 活用状況 と今後

総 　括

1． は じめに

表一 i　 DS −2 の プロ グラ ム

  日建設計 片桐 雅明
1部 （座長 ：飯塚 　敦　神戸大学助教授〉

　 2002年 の 人阪人会 （第37回），2003年 の秋 田 大会 （第

38回 ） に 引 き続 い て，技術 者 教 育 委員 会 と継 続 教 育 シ

ス テ ム 委員会 の 協働 の 下，表記 デ ィ ス カ ッ シ ョ ン セ ッ シ

ョ ン が 開 催 さ れ た。大 会 3 日 目の 午 後 とい う時 間 帯 の

た め か，参加 者 は，1部 と 2 部で ，そ れ ぞれ 40名，25名

程 度で あ っ た。本テ
ー

マ は，今後 の地 盤 Tl学会 の大 き な

柱 で あ る との 認 識 の ド，両委員会 が対 応 した もの で あ っ

た が，さび しい 数字 で あ っ た。しか しな が ら，活発 な議

論 が 行 わ れ た。

　 本 セ ッ シ ョ ン は，表一 1に 示 す よ う に，2 部 構 成 で 進

め られ た。以下，各部 ご とに紹介する。

　2． 1部 ： 継続教育シ ス テ ム 委員会の 取組み と

　　　　　　 特別講演

　 1 部 で は，継 続 教 育 シ ス テ ム委員会 が 現 在 進め て い る

G−CPD シ ス テ ム に 関 わ る 三 つ の 話 題 が提 供 さ れ，特 別

講演 と して，コ ン サ ル タ ン トな らび にゼ ネコ ン の 技術研

究所 に お け る技術者 教 育 の 取組 み 例 を ご紹介 い た だ い た。

　 ま ず，関連学協会 との タ イア ッ プ で 継続教育プ ロ グ ラ

ム コ ン テ ン ツ を 充実 させ て い かな け れ ばな らな い こ と，

会員の 利 便 性 を 考 え て の 他 学 協 会 との 継 続 教 育 プ ロ グ ラ

ム コ ン テ ン ツ 紹介の
一

元 化や 登 録された各会員デ
ー

タの

扱 い 方な ど，今後の G−CPD シ ス テ ム と して の 方向性 が

示され た。次に ，会員が 自らの 継続教育の 受講記録を 確

認 す る 際に学 会 ホ
ー

ム ペ ー
ジ に付加 した 機能が 紹介 され

た。そ の 機能は，年次 ご との 全 会 員 の 動 向 が グ ラ 7 化 さ

れ た もの で，会員個人の 位置付け を 全体の 中で 把握 で き

る こ とを 目的 と した 。 2003年度 の 登 録者 （1 単 位 で も登

録 した 会員）数 は，約4000名で ，全会員の 3分の 1程

度 で あ っ た。ま ず は ，G −CPD シ ス テ ム に 参加 す る意識

を高 め る こ と，そ の 次 に ，年 間 の ポ イソ ト数 を 高 め る こ

とが，シ ス テ ム 委員会の 目標となろう。

　以 前 は，公 務員が 学 会の 多 くの 割合を 占め て い た が，

現在 で は，少数派 とな っ て い る。公務員の 社会に 占め る

割合は ，以 前 と大 き くは 変わ っ て い な い こ と を 考 え る と，

継 続 教 育 の 対 象 と して は，公務 員 の 存在 が 大 きい 。そ こ

で ， 国土 交通省港湾局の 継 続教 育 の 取組 み が紹 介 され た 。

今後 ， 多 くの 技術者 が 継続教育 の 意義 を 認識 し，G −

CPD シ ス テ ム に 参加す る よ う働 きか け る こ とが 必要 で

あ る。

　特別講演 は，佐 々 木寿朗先生 （H 本工 営） と竹林芳久

先 生 （清 水 建 設 ） か ら，そ れ ぞ れ，コ ン サ ル タ ン ツ な ら

び に ゼ ネ コ ソ 技 術 研 究 所 に お け る 人 材 育成 の 例 を お話 し

い た だ い た。技術者 と して の モ チベ ー
シ ョ ン を高 め る こ
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G−CPD シ ス テ ム の 新機 能 とデ
ー
　 伊藤政人

タの 分析結果　 　 　　 　　 　　 　　 　 　 （人林組技術研究所）

国 土 交通省港湾局に お け る 継続教　渡部嬰
一・

育の 試み　 　　 　 　　 　　 　　 　 　　 （港湾空港技術研究所）

特別講演 1 ； 日 本工 営   に お け る 人材 育

　 　 　 　 成

佐々 木寿朗　先生

　〔日本工 営酬修セ ン タ
ー

冫

特別講演 2 ： 清水建設技術研究所に お け 1竹林芳久 　先生

　　　　る繍 鮪 　 　 　… 晴 腱 謙 術  斤〕

2 部 （座長 ： 片桐雅明 　日建設訓中瀬⊥ 質研究所）

4．技術者教育 委員 会の 取 組 み に つ い 　飯塚 　敦 （神戸大学）

　 て

5，国際 的な技 術者の 育 成お よ び頁 献　野津光夫 〔不 動建設）

　 に つ い て

6　 地盤環 境⊥ 学分野の 人材 育成 に 向

　 け て

宮田 喜壽 〔防衛大学校〕

とが重 要 であ り，そ の た めの 方策が 示 され た 。 モ チベ ー

シ ョ ソ を高め る 工 夫 と して，資格取得が ある が，それ を

どの よ う に考 えて い る の か とい う質問 が あ っ た。資格 は

技術 者 が満 た す べ き条 件 で あ り，そ の うえ で の 資質向上

が重要 であ る との 回答 であ っ た。

　 ご講 演 で は，継 続 教 育 に関 して学 会 に期 待 す る こ と と

して ，次の 3 点が 挙げ られ た。ユ）論文発表 や委員会活

動 に よ る技 術 力 の 向 上，2）他分 野 との 交流 に よ る知 識

の 拡大 ，3）国際化。こ れ らは 今後 の 学会全 体の 活 動 に

関 し て重要な 指針 と思 われ る。

　3．　 2部 ：技術者教育委員会の取組み

　地盤工 学会の 将来プラ ン を見据え た技術者教育の 方向

性 を提 示 した。今後，技 術者 が国 際的 に活躍 す る ため に

は，技術 者 レベ ル で の 国際 交 流 や 情報 交 換 が 必要 で，そ

の た め の 学会の 支援策 （技術者フ ォ
ー

ラム ）が提案され

た 。 ま た，会 員が 関 連 して い る分 野 の 分析 を 行 い tIO

年前 と現在 とは，その 傾向が大き く異 な る こ と，すな わ

ち，活躍 して い る分 野 は 他分 野 へ 拡大 し，以 前の分 野 は

縮 小 して い る こ とが示 され た。こ の よ うな 状 況 を踏 まえ

て ，地 盤工 学会の 継続教育 と して は ， 他学協会 との 協働

を 通 し て の 学際化 を進 め て い くこ とが重要で ある こ とが

強調され た。

　国 際協力 と しての 研修 に おけ る講師 を斡旋す る な どの

窓 口 を 学 会に 設け て は ど うか ？，将来 母 国の 技術者 とな

る留学 生 と地 道 に交 流 して い くこ とが今 後 の 貞の 技 術者

交 流 に つ な が るの で は ？な どの 積極 的 な意 見 が フ ロ ア か

ら出 され た。

　土 と基礎，52− 12 （563）
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地 盤 に関 わ る技術 者が関わ る分野が人きく変化 して い る

こ とに対 して の 方策 も議論 され た 。地盤工 学会 を広 く認

識 して もら うた め に は，関連 しそ うな学会 との 交流 が必

要 で，そ の た め に は ，た とえ ば，全 国 大会 の 1 会場を

提 供 す るな どの 方法 も検討 して は ど うか とい う意見 もあ

っ た。また，学会 の 役割 や使命に 対 す る意 見 も出 され た。

学 会独 自で 行 え る こ と と，他学協会 と協働 す る こ とを分

け て 考え る必要 が あ ろ う 。 そ の た め には，将米構 想 学

会の ビ ジ ョ ン を明確 に す る こ とが 必 要で あ る 。 継続教育

に おい て も同様 で ，学会独自の 教育 コ ン テ ン ツ と他学協

会 の もの とを う ま く組 み 合わ せ て い くこ とにな ろ う。

　本 セ ッ シ ョ ン は，継続教育に 関わ る デ ィ ス カ ッ シ ョ ン

セ ッ シ ョ ン で あった が，学会の 将来構想 を抜 きに は討 議

で きな い 課題で あ る。会員各位の 積極的 な意見を い た だ

きた い 。最後に，本セ ッ シ ョ ン で 特別講演をい た だ い た

佐 々 木
・
竹林両先 生 に 深 く感謝 し，セ ッ シ ョ ソ 報告 とい

た しま す 。
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性能設計概念 に基づ いた基礎設 計の 原則をめ ぐる今後の 展望

総　括 表
一 1　 研 究 内 容の 分 類 （10編）

　 独立行政 法人港湾空港技術研究所　菊池　喜昭

　1． セ ッ シ ョ ン の概要

　DS−3 は 基 準部基 礎 設 計 基 準 化 委員会 の 主 催で 7 月 9

日 午後に 行わ れ た 。最終 日 の 午後 とい う時間設定 で あ っ

た に もか か わ らず，非常に 多 くの 参加 者が あ っ た 。こ の

セ ッ シ ョ ン で は ，こ の 7月 に 公示 さ れ た 「性能設言1概
念 に基づ い た 基礎構造物等に 関す る設計原則」 （案）（こ

こ で は 「基 礎 設 計 の 原 則 」 と略称す る）に 関 す る報告

（4 編） と，土 木学会 を は じめ 各分野 に お け る 新 し い 設

計 コ
ードの 動 向 の 紹 介 （4編）と とも に，信 頼 性 設 計 法

を導 入す る
一

つ の 具体的な事例 として ， 深層混合処 理 工

法 の新 しい 設計手法 の 開発 に関 す る取 り組み の 紹介 （2

編） があ っ た （表
一 1参照）。

　 フ ロ アーか ら の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン で は ，「目標信頼性

指数の 具体的 な決定 の 根拠」，「地 盤 調 査 の 方 法 と特性 値

の 設定方法をど の よ うに 考 え て い くか」，「基礎設計の 原

則 制定後の 各機関の 設計 は ど う変 わ っ て い くの か一1 とい

っ た話題 が議論 さ れ た。

　2． 構造物設計 コ
ー

ドの 動向

　構造物設 計 コ ード と して は世 界 で始 め ての 本 格 的 な地

域 コ
ー

ド 〔国を超 え た 国際 コ
ード） で ある ユ ーロ コ

ード

が 次 々 と制定 さ れつ つ ある状況 に あ り，地 盤設計コ
ー

ド

で あ る Eurocode　7 も つ い に 6月 に 最終的 な投 票 に か け

ら れ た。こ の よ うに ，構造物設計 コ
ードの 国際標準化が

い よい よ現 実 の もの とな り つ つ あ る 。

　 こ の よ うな 国際標準化さ れ つ つ あ る構造物設計 コ
ード

で は，性能設計 （件能規定） と信頼性設計の取 り込み が

検討さ れ て い る。こ れ らは い ずれ も構造物設計 の 透 明性

を 確保 し，説 明 責任へ の 取 り組 み を意識 した もの で あ る。

ま た，説明責任 を 明 らか に さ せ る こ とに よ り技術 の 進 歩

を 積極的に 取 り込ん で い こ く こ と が 期待さ れ て い る。

　 「基礎 設 計 の 原 則 」 で は，構造物 に要求さ れ る性 能の

階 層性 を 明 確 に して い る。す な わ ち，構造物に は そ れ を

設 計 す る 目的 が あ り，そ の 目的 を 満 た す た め に 構造 物が
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瑣 目　 糠
委 員会服告

1勹　　 容

性能 設計概 念に 基づ い た 基礎設計の 原 則 〔地

盤 コ ・一ド21 ）の f乍成絳緯 と今後の 展望 く9 〕。

4
地盤情報 ： サ ン プル 数 と地盤パ ラ メ …

タの

頼 性 評価 （1  。信 頼 性 設 計 法 に よ る部 分

． 数 の 決定 〔彑 ）．地盤 コ
・一

ド21への 期待 〔

用者 の 観点 よ り）（1U 。　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．
木学 会の 動 き 「性能設 計概 念に 基づ い た構造物設討 コ

ー一
ド

1 成 の た め の 原則
・
指針 と用語 （c〔，de　PLA

FORM 　ver．1）．の 開発　（12）D

各分野の 動1司 　 建 築 分野 に お け る 限 界状 態 設 計 法 （12〕n 港

　 湾 分野に おけ る新 しい 基準 び）体 系 と設訓の 考
3
　 え tj 〔13〕n 農業土 木分 野 に お け る新 し い 基

層 混 含 処 埋 T 法の Nl

の 1 ：信頼 性設討 の

計の 結 果） C14，15〕

＊ は概要集 に は掲載 されて い な い もの 。

満足 す べ き要 求性 能を 明 らか に す る必 要 が あ る 。 さ らに，

そ の 要求性能 を 満足 す る よ うに 技術的な 性能規定 が定 め

られ て い く。 設 計 者 が 規 定 す る性能は，こ の よ う な階層

を持 つ こ とで 透明性，説明性を保持す る こ とがで きる と

考 え られ る。ま た，「基礎設計 の 原則」 で は，性能設計

と限界状態設 計法 を 組み 合 せ るた め に 性能マ ト リ ッ ク ス

を 導 入 し た 。性能 マ ト リ ッ ク ス は SEAOC の Vision

2000で 最初 に取 り入 れ られ た 方 法 で あ り，今 日で は 大

方 の 認知 を 受け て お り，各基準 に お い て もこ の よ うな考

え 方の 導入 が検討 され て い る。こ こ に言 う限界状態設計

法 は，確 率論 に 基づ い た 信頼性 設計 に基 づ く もの で あ る。

　 性 能の 照 査 方 法 に つ い て は，二 つ の 流 れ が あ る 。

一
つ

は，照査方法の 標準化で あ る。も う　
・
つ の 流れ は 多様化

で あ る。国 際的な 交流 が 深 ま る 中で 共 通 の 認識 で 構造物

を 設 計 し よ う とす る に は 国際的 に照 査方法の標準的な 手

法 を決定 す る必 要 が あ る とい う の が 前者 の考 え 方で あ る。

そ の
・
方 で，多様 な性 能要 求 に完 全 に対 応 す るた め には，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 27
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