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 地球工学科

地球工学科
✁✄✂☎✂✝✆✞✂ 地球工学総論 ✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✍✌✏✎✑✄✁☎✂✝✆✞✂ 基礎情報処理演習 ✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✍✌✓✒✑✄✑☎✂✝✆✞✂ 基礎情報処理 ✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✍✌✄✔✁✄✂☎✂✖✕✗✁ 情報処理及び演習 ✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✍✌☎✘✁✄✂☎✂✄✁✄✂ 確率統計解析及び演習 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✍✌✓✙✁✄✂☎✂✄✚✄✂ 地球工学基礎数理 ✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✍✌✄✛✁✄✂✏✆✞✂✄✂ 一般力学 ✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✍✌✗✜✁✝✆✢✁✝✆✞✂ 社会基盤デザイン ✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✍✌✄✣✁✝✆✢✁✄✑✄✂ 基礎環境工学 ✤✥✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✍✌✄✦✁✝✆✢✁✄✁✄✂ 資源エネルギー論 ✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✝✎✩★✑✄✂☎✚✝✆✞✂ 工業数学Ｂ１ ✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✝✎✪✎✁✄✂☎✂✄✫✄✂ 構造力学 ✤ 及び演習 ✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✝✎✢✒✁✄✂✏✆✞✁✄✂ 水理学及び演習 ✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✝✎✩✔✁✝✆✢✬✄✑✄✂ 土質力学　及び演習 ✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✝✎✭✘✁✝✆✢✁✖✕✗✂ 計画システム分析及び演習 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✝✎✢✙✁✄✂✏✆✩✕✗✂ 環境衛生学 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✝✎✩✛✁✝✆✢✁✄✚✄✂ 物理探査学 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✝✎✞✜✁✄✂✪✕✗✂✄✂ 測量学及び実習 ✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✝✎✩✣✁✝✆☎✆✞✮✄✂ 連続体の力学 ✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✝✎✩✦✑✄✂☎✬✝✆✞✂ 工業数学 ✯✍✒ （土木工学コース） ✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✒✰★✑✄✂☎✬✝✆✄✆ 工業数学 ✯✍✒ （資源工学コース） ✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✒✓✎✁✝✆✢✬✖✕✗✂ 構造力学 ✤✱✤ 及び演習 ✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✒✪✒✁✄✂☎✑✖✕✗✂ 材料学 ✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✒✰✔✁✝✆☎✆✄✆✞✂ 波動・振動学 ✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✒✲✘✁✄✂☎✁✄✂✄✂ 水文学基礎 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✒✪✙✁✝✆✢✁✄✬✄✂ 水理水工学 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✒✰✛✁✝✆✢✁✄✮✄✂ 海岸環境工学 ✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✒✖✜✁✝✆✢✂✄✮✄✂ 土質力学 ✤✱✤ 及び演習 ✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✒✰✣✁✝✆✢✁✄✫✄✂ 土質実験及び演習 ✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✒✰✦✁✄✂✪✕✄✕✗✂ 社会システム計画論 ✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✔✪★✁✝✆✢✁✄✳✄✂ 基礎環境工学 ✤✱✤✴✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✔✗✎✁✝✆✭✕✗✂✄✂ 大気・地球環境工学 ✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✔✖✒✁✄✂☎✚✄✁✄✂ 水質学 ✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✔✪✔✁✄✂☎✚✄✳✄✂ 環境装置工学 ✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✔✰✘✁✄✂☎✚✄✮✄✂ 放射線衛生工学 ✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✔✖✙✁✝✆✭✕✵✆✞✂ 環境工学実験 ✎✶✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✔✪✛

☞✍✌☎✷



✁✝✆✢✂✄✫✄✂ 地質工学及び演習 ✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✔☎✜✁✄✂✏✆✞✫✄✂ 弾性学及び演習 ✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✔✪✣✁✝✆✢✬✄✚✄✂ 流体力学 ✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✔✪✦✁✝✆✢✬✄✬✄✂ 物理化学 ✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✄✘✖★✁✝✆✭✕✗✚✄✂ 資源工学基礎計測 ✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✄✘✸✎✁✝✆✭✕✗✬✄✂ 資源工学地化学実験 ✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✄✘☎✒✁✝✆✭✕✄✕✗✂ 先端資源エネルギー工学 ✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✄✘✖✔✁✄✳☎✂✄✂✄✂ 学外実習 ✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✄✘✪✘✁✝✆✭✕✗✫✄✂ 空間情報学 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✄✘☎✙✁✝✆✭✕✗✳✄✂ 構造実験・解析演習 ✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✄✘✖✛✁✄✂☎✑✄✚✄✂ コンクリート工学 ✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✄✘✄✜✁✝✆✢✚✄✂✄✂ 耐震・耐風・設計論 ✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✄✘✖✣✁✄✂✪✕✗✬✄✂ 河川工学 ✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✄✘✖✦✁✄✂☎✁✄✑✄✂ 水資源工学 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✙✰★✁✄✂☎✫✄✮✄✂ 水理実験 ✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✙✓✎✁✝✆✢✚✝✆✞✂ 地盤環境工学 ✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✙✪✒✁✝✆☎✆✞✑✄✂ 岩盤工学（土木工学コース ✹✺✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✙✰✔✁✝✆☎✆✞✑✝✆ 岩盤工学（資源工学コース ✹✺✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✙✲✘✁✄✂✪✕✗✚✄✂ 都市・地域計画 ✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✙✪✙✁✄✂☎✫✄✚✄✂ 公共経済学 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✙✰✛✁✝✆✢✚✄✑✄✂ 交通マネジメント工学 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✙✖✜✁✝✆✢✚✄✁✄✂ 交通政策論 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✙✰✣✁✝✆✢✬✄✁✄✂ 都市景観デザイン ✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✗✙✰✦✁✄✂☎✚✖✕✗✂ 上水道工学 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✛✪★✁✄✂☎✚✄✚✄✂ 下水道工学 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✛✗✎✁✄✂☎✚✄✫✄✂ 廃棄物工学 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✛✖✒✁✝✆✢✚✖✕✗✂ 環境工学実験２ ✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✛✪✔✁✝✆✢✬✄✳✄✂ 資源工学のための材料学 ✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✛✰✘✁✝✆✢✬✄✮✄✂ 波動工学 ✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✛✖✙✁✄✂☎✬✄✚✄✂ 応力解析法及び演習 ✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✛✪✛✁✝✆✢✬✄✫✄✂ 熱流体工学 ✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✛☎✜✁✄✂☎✮✄✮✄✂ 分離工学 ✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✛✪✣✁✄✂☎✮✄✬✄✂ 工業計測 ✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✛✪✦✁✝✆✢✚✄✮✄✂ 資源工学材料実験 ✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✸✜✲★✁✄✂☎✫✄✁✄✂ 地震・風工学 ✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✸✜✄✎✁✄✂☎✫✄✑✄✂ ターミナル工学 ✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✸✜✰✒✁✄✂☎✫✖✕✗✂ 土木法規 ✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✸✜✲✔✁✄✂☎✫✄✬✄✂ 材料実験 ✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✸✜✞✘✁✄✂☎✫✄✫✄✂ 地球防災工学 ✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✸✜✰✙✁✝✆☎✆✞✚✄✂ 地球工学デザインＩ（土木工学コース ✹✻✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✸✜✲✛✁✝✆☎✆✞✚✝✆ 地球工学デザインＩ（資源工学コース ✹✻✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✸✜✪✜

☞✧✌✄✷✼✷



✁✝✆☎✆✞✚✄✑ 地球工学デザインＩ（環境工学コース ✹✻✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✸✜✲✣✁✝✆☎✆✞✬✄✂ 地球工学デザインＩＩ（土木工学コース ✹✽✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✸✜✲✦✁✝✆☎✆✞✬✝✆ 地球工学デザインＩＩ（資源工学コース ✹✽✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✣✪★✁✝✆☎✆✞✬✄✑ 地球工学デザインＩＩ ✾ 環境工学コース ✹✿✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✣✗✎✁✝✆✢✂✄✑✄✂ 学外実習第二 ✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✣✖✒✑✝✆✢✂✄✚✝✆ 工学倫理 ✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✣✪✔✁✄✂☎✫✄✳✄✂ 建築工学概論 ✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟✠✟☛✟✠✟✡✟✠✟✡✟✠✟ ☞✧✌✓✣✰✘

☞✧✌✄✷✼✷❀✷





地球工学科

地球工学総論 ❁✪❂✖❂✗❃✩❂
✤❅❄☎❆❈❇❊❉✄❋✗●✸❍■❆❊✷✼❉✖❄❏❆❊❉▲❑☛▼❀❉✪◆?❖✰▼✵◗❘❄✸❙✪✷❀❄✗❚✭❚✩❇❈✷❀❄✗❙
【配当学年】✎ 年前期 【担 当 者】関連教官全員
【内 容】　地球工学総論は，専門教育の最初かつ唯一の必修科目として，全体講義と少人

数ゼミのハイブリッド形式で実施する授業科目である。系統的な講義によって，「地球工学
という学問とは何か，それが目指すべき方向や貢献すべきことがらが何であるか」につい
て解説するとともに，個別教官によるゼミ形式の指導のもと，地球工学に関連した具体的
な課題に自身で取り組むことによって，「地球工学科に在籍する ✘ 年間に何を学修すべき
で，また，それにどのように取り組むべきか」について自ら学ぶ機会とする．成績評価は
平常点、レポート、発表を総合的に勘案して行う．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

ガイダンス ✎ 本講義の内容（授業構成，全体講義の内容，少人数ゼミ実施
要領等）の説明．

全体講義 ✜ ✒✗✎ 世紀の課題と地球工学が果たすべき役割について、講述す
る。

少人数ゼミ ✘
地球工学科に関係している全研究室のいずれか ✎ つに個々人
分かれて，ゼミ形式の授業を受ける．その中で，教官の指導
の下，地球工学に関連した特定の課題（調査・実習・実験な
ど）を選択し，それに自ら取り組む．

安全と 　
　工学倫理 ✎

地球工学科での学修と研究活動に際して持つべき安全に対す
る意識と，技術者・研究者として持つべき工学倫理について
解説する．

発表会 ✎
少人数ゼミにおいて取り組んだ課題の内容と成果について，
試験期間内に実施する発表会において，各自プレゼンテーシ
ョンを行う．

【教 科 書】 　全体講義においては，適宜プリントを配布する．
【参 考 書】 　少人数ゼミにおいては，各自の指導教官から指示される．
【そ の 他】　少人数ゼミの指導教官からは，事前に相談しておけば，講義時間に関係なく個

別指導を受けることができる． 　
＜成績評価の方法＞ 　　全体講義については，出席とレポート等によって評価する。また，
少人数ゼミについては，課題に取り組む姿勢と最終週に行うプレゼンテーションにもとづ
いて評価する．

☞✧✌✏✎



地球工学科

基礎情報処理演習 ❯✪❁✖❂✗❃✩❂
◗❲❱✓❚✭❇❳❍❨✷❬❩❈❚✩❩❭✷✼❄❪✤❅❄✓❫❴❉✖❇❈❵▲❖✲❆❊✷✼❉✖❄❜❛❝❇❈❉✓❍✭❚✩❩❊❩✱✷❀❄✗❙❞✯❡❖✖❩✱✷❬❍✭❩
【配当学年】１年前期
【担 当 者】相浦，沖，小野（祐），小林（俊），真田，陳，松本（忠），米田
【内 容】❢❤❣✐✤❅❥ 系 ❦✡❧ （ ♠♥✷✼❄✄●✓❱ ）を道具として使いこなすための演習である．メディアセン

ターにおいて履修者が実際に端末を使用して演習を行う．毎回の課題を通じて，「問題解決
のためのプログラム作成」「計算の実行」「計算結果の図化」「レポート作成（文章整形）」
という一連のプロセスを処理する方法を理解し，今後必要となる計算機に関する基本的な
スキルを身に付ける．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

概要，文字の
入力とファイ
ル作成

３
端末からのログイン・ログアウトなど基本的な操作の実行．エ
ディタを利用して，アルファベットおよび日本語の入力方法
を学ぶ．文書ファイルを作成して印刷し，成果を提出する．

電子メールと♦ ❚✩◆ 閲覧 ２

電子メールの仕組みを理解し，端末での送受信の方法につい
て学ぶ．本演習の出席およびレポートは電子メールを利用す
る．また，♦ ❚✩◆ の閲覧方法について学び，必要な情報を検索
して調べる方法を身に付ける．ネットワークを利用する上で
のマナーやセキュリティについても留意する．

❢♣❣✐✤❅❥ コ マン
ド・シェル １

基本的な ❢♣❣♣✤❅❥ コマンドについて学び，使用法を身に付ける．
まず，ファイルシステムについて理解し，ファイルを取り扱
う上で重要なリダイレクションとパイプについても使用法を
身に付ける．

文章整形 ２～３ ] ♠^_✩` ◗ ❥ を利用して，思い通りに文章が整形できるようにする．また，数式の出力方法や図の挿入方法についても学ぶ．

グラフ作成 １ ❙✖❄☎● ] ▼✼❉✪❆ を使用して，グラフ作成方法（プロット，軸スケール，注釈など）について学ぶ．

プログラミン
グ ３～４

❫❴❉✖❇✱❆❊❇❊❖✪❄ を使用して，基本的なプログラミングについて理解す
る．とくに，プログラムの流れを変えるための繰り返しと条件
分岐の構造を理解するとともに，その命令文の使用法を学ぶ．

【教 科 書】基礎情報処理演習（京都大学）
【そ の 他】̀✡✎ ～ `✧✘ の４クラスで行う．途中からの出席はできない．毎回の出席・演習課題

および最終レポート（または筆記試験）により成績評価を行う．メディアセンターで端末
を使用して演習を行うため，利用コードが必要である．「情報処理及び演習（１年後期～）」
は本演習を履修していることを前提として行われる．

☞✧✌✓✒



地球工学科

基礎情報処理 ❯✪❯✖❂✗❃✩❂
✤❅❄✓❫❴❉✪❇❊❵▲❖✲❆❊✷✼❉✖❄✉❛❘❇❊❉✓❍❨❚✢❩❈❩❈✷✼❄✸❙✈✯✧❖✪❩❈✷❬❍✭❩
【配当学年】✎ 【担 当 者】稲垣耕作
【内 容】以下の内容を中心に講義形式で行う予定である。 　１．コンピュータとはなに

か 　２．ディジタル情報の世界 　３．プログラムを作る 　４．アルゴリズムを工夫する 　
５．ハードウェア設計の基礎 　６．システムとしてのコンピュータ 　７．さまざまな情報
処理 　８．コンピュータと情報通信 　９．大量データの処理 　１０．コンピュータ科学の
諸課題

【教 科 書】稲垣耕作『コンピュータ科学の基礎』（コロナ社）
【参 考 書】授業中に適宜紹介する。
【予備知識】前期「基礎情報処理演習」を履修することを強く勧める。

☞✧✌✄✔



地球工学科

情報処理及び演習 ❁✪❂✖❂✰✇✖❁① ❉✪❵ ) ●✓❆❊❚✭❇✐❛❝❇❈❉✖❙✪❇❳❖✰❵❞❵❞✷✼❄✗❙②✷✼❄③❑☛▼❀❉✪◆✸❖✪▼✵◗❘❄✗❙✖✷✼❄✸❚✭❚✭❇❊✷❀❄✗❙
【配当学年】１年後期
【担 当 者】牛島，岸田，藤本，村田，永禮，相浦，松本（忠），八木
【内 容】地球工学におけるコンピュータ利用の現状と必要とされる情報処理技術を解説

するとともに，プログラミング言語を習得させる．実際にコンピュータを使用して，科学
技術計算言語である ④⑤❦☛⑥⑦M✍⑥✐☞❤❣ のプログラミング及び計算の実習を行い，地球工学にお
ける情報処理に関する基礎的能力を習得させる．M✡✎ ～ M✧✘ の ✘ クラスで行う．成績評価は，
期末試験および演習・レポート等を総合的に勘案して行う．評価の詳細は，各クラス毎に
最初の講義で説明を行う．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

情報処理概説 ✎
地球工学におけるコンピュータ利用の現状，将来必要とされ
る情報処理技術および情報倫理の概要を説明する．また，実
習で用いるプログラミング言語 ✾⑧④✸❉✪❇❈❆❈❇❳❖✰❄✸✦✖★✖✹ 及び計算機の概
要と端末の使用方法について説明する．

入出力と変数 ✒
簡単なプログラムを例として，入力，計算処理，出力からな
る基本的なプログラムの構成を説明し，組み込み関数，入出
力の命令文の使用方法を理解させる．また，データの種類を
説明し，宣言文の書き方，計算上の注意点について述べる．

分岐と繰り返
し ✒

プログラムの流れを変えるための条件分岐，繰り返しなどの構
造を解説するとともに，命令文の使用方法を述べる．また，フ
ローチャートによるプログラム構造の表現について説明する．

配列と文字変
数 ✒

実用的計算を行う上で重要な配列の概念を解説し，その宣言，
入出力，配列演算，参照の方法を説明する．また，文字変数の
宣言，参照，結合，組み込み関数の適用方法等を理解させる．

サブルーチン ✒ 大規模なプログラムを機能ごとに作成する方法を説明し，サ
ブルーチン，関数副プログラムの使用法を理解させる．

応用計算 ✛

以上のプログラミングに関する基礎を前提として，地球工学
分野における代表的な応用計算の例を示す．統計処理，グラ
フ作り，乱数の発生，連立方程式，数値積分，数値シミュレー
ションなどを取りあげる．アルゴリズムの整理，フローチャー
トの作成，計算結果のまとめをレポートとして提出させ，プ
ログラムの作成手順を習熟させる．

【教 科 書】富田博之著： ④✗❉✪❇❈❆❈❇❳❖✰❄]✦✪★ プログラミング 培風館
【予備知識】基礎情報処理演習を履修していること．
【そ の 他】途中からの出席はできない．オフィスアワーは特に設けないが，必要に応じて各

教官室で対応する．対応の方法は，各クラス最初の講義で説明を行う．

☞✧✌☎✘



地球工学科

確率統計解析及び演習 ❁✪❂✖❂✪❁✪❂
❛❘❇❊❉✪◆✸❖✪◆✗✷❀▼✼✷❬❩⑨❆❊✷❀❍☛❖✰❄9❋❜❧☎❆❳❖✲❆❊✷❀❩✱❆❈✷❬❍✭❖✪▼♥☞✐❄✸❖✪▼✼⑩✓❩❈✷❀❩✍❖✪❄✸❋❜◗❲❱✓❚✭❇❳❍❨✷❬❩✱❚✢❩
【配当学年】✒ 年前期 【担 当 者】北村・東野・中北・堀
【内 容】地球工学における数理的処理の基礎的方法として、確率統計解析の方法と工学

への応用について講述する。特に、確率統計の解析理念を検討し、基礎的な確率分布とそ
の利用方法を述べ、さらに統計的な推定検定の方法を概説する。また、応用的な方法とし
て、多変量解析について、工学的意味を重視して講述する。講義は ✘ クラスに分かれての
並列講義である。成績評価の詳細は、各クラスの担当教官から初回講義時に伝える。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

確率統計的方
法の意義 ✎

確率統計の工学的な意義について講述し、工学全般における
必要性について概説する。

不確定現象の
確率的把握 ✔

確率概念とその基本定理について述べる。特に、確率変数、
確率分布関数、確率密度関数、積率母関数および特性関数を
説明するとともに多次元確率分布、確率変数の変換・合成に
ついて講述する。

確率分布モデ
ル ✔

中心極限定理から導かれる正規分布、ランダム現象を示すポ
アソン分布などの実現象を表現するために有効な各種の確率
分布について、それらの特徴、性質について講述する。

標本分布およ
び統計的推定・
検定

✘

❶⑤❷ 分布、ｔ分布、Ｆ分布などの標本分布とその求め方につ
いて説明するとともに、標本の値から母集団の確率的性質を
導くための統計的推定について、点推定および区間推定の考
え方およびその方法、さらに工学的現象の有意性を検証する
ための統計的検定法ついて講述する。

多変量の統計
分析・回帰分析 ✒

確率統計の理論をもとに、主として調査データを分析するため
の多変量解析、分散分析の方法について述べる。特に、一次回
帰分析を例として、確率モデルと信頼限界について概説する。

【教 科 書】授業時にプリントを配布する。
【参 考 書】授業中に適宜紹介する。
【予備知識】微分積分学、線形代数学を履修していることが望ましい。
【そ の 他】✘ クラスに分かれて並列講義を行う。当該年度の授業回数などに応じて，一部省

略・追加がありうる。オフィスアワーは特に設けないが、授業・演習時または教官室で質
問を受け付ける（事前にアポイントメントを取ること、教官へのコンタクト方法はクラス
毎に初回講義時に伝える）。

☞✧✌✓✙



地球工学科

地球工学基礎数理 ❁✪❂✖❂✪❸✪❂❹ ❖✲❆❊❺✗❚✭❵▲❖✰❆❈✷❬❍✭❩❡❫❴❉✪❇♣❑☛▼❀❉✪◆A❖✰▼✵◗❘❄✸❙✪✷❀❄✗❚✭❚✩❇❈✷❀❄✗❙
【配当学年】✒ 年前期
【担 当 者】五十嵐・宇野・小高・後藤・清水・塚田・新苗・藤原
【内 容】地球工学の各専門科目に要求される数理解析の基礎的能力を養成することを目的

として，常微分方程式・偏微分方程式とその各種解法に関連する事項について解説し，演
習を通じてその理解を深める。地球工学に関連する基本的な現象の例についても適宜取り
上げ，数理モデルの導出から解の導出に至る過程を具体的に説明する。成績評価は，期末
試験，レポート，小試験等を総合的に勘案して行う。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

常微分方程式
とラプラス変
換

✛

✎ 階微分方程式，線形微分方程式，高階微分方程式の取り扱
いおよび基本的な解法を習得する。特に，常微分方程式の線
形性に基づく解法について講述するとともに，力学や振動問
題，熱伝導現象などへの適用についても解説する。また，常
微分方程式の初期値・境界値問題の解法として，ラプラス変
換による解法を説明する。

ベクトル解析 ✒
ベクトルの内積，外積，ベクトルの勾配，発散，回転，ベク
トルの面積分，線積分（ガウスの発散定理，ストークスの定
理）について述べる。これらの概念の連続体力学への応用等
にも触れる。

偏微分方程式 ✙

偏微分方程式，特に波動方程式やラプラス方程式などに代表
される線形 ✒ 階偏微分方程式に関する解説および演習を行う。
初期値・境界値問題の解法として，変数分離法，ラプラス変
換，フーリエ級数およびフーリエ変換などによる解法を説明
する。波動伝播，流体中の移動・拡散現象，地盤の圧密現象
などへの適用についても適宜言及する。

【教 科 書】本講義用に作成された資料を配布
【参 考 書】指定しない。
【予備知識】総合人間学部の微分積分学 ☞ ， ✯ ，線形代数学 ☞ ， ✯ の知識を前提とする。
【そ の 他】４クラスに分け，クラス毎に定められた教員により同じ時間帯に授業を行う。オ

フィスアワーは各教員別に設定し，時間，コンタクト方法等は初回講義時に伝える。期末
試験は定期試験期間中に行う。

☞✧✌✄✛



地球工学科

一般力学 ❁✪❂✸❃✩❂✪❂
④✗●✗❄*❋✗❖✰❵❞❚✭❄☎❆❳❖✰▼ ❹ ❚✢❍❳❺✸❖✰❄✗✷❬❍✭❩
【配当学年】✒ 年前期 【担 当 者】田村・塚田
【内 容】質点，質点系および剛体を中心に，ニュートン力学の基礎とその工学への応用に

ついて講述する．とくに，１学年の数学を基本として，力学で必要となる数学的手法を紹
介するとともに，専門科目としての学ぶ種々の力学との関連を説明しながら，それらを体
系的に理解できる能力を養成する．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

数学的基礎 ✒
単振動，連成振動を理解するために必要な２階常微分方程式
の解の構成法および固有値問題．速度，加速度ベクトル，仕
事，保存力，ポテンシャルの概念に必要な最小限の範囲のベ
クトル解析等．

運動の法則 ✒
速度，加速度ベクトルの定義と各種座標系におけるそれらの成
分の計算法．ニュートンの運動法則の意義．運動量，角運動量
とその保存則．単振動，減衰振動，強制振動，固有周期，共鳴．

仕事とエネル
ギー ✒ 運動方程式，仕事，運動エネルギーの関係．保存力と位置エネ

ルギー，力学的エネルギー保存則．外力ポテンシャルと仕事．

運動座標系 ✎ 運動方程式とガリレイ変換．回転座標系と慣性力（遠心力，
コリオリ力）．

質点系の力学 ✒ 重心の運動と相対運動．運動量と角運動量の保存則．内力と
外力．連成振動と固有モード．座標変換と運動の表現．

剛体の力学 ✔
自由度と剛体の定義．力，偶力，力のモーメント，つりあい条
件．固定軸回りの回転，角速度，角加速度，慣性モーメント．慣
性主軸と主慣性モーメント．剛体の運動とオイラーの方程式．

解析力学の基
礎 ✒ 束縛条件，束縛力，一般化座標，一般化力，ラグランジアン

とラグランジュの運動方程式．

【教 科 書】田村 武 ❻ 連続体力学入門 ✾ 朝倉書店 ✹ 田村担当分
小出昭一郎 ❻ 力学 ✾ 岩波全書 ✹ 塚田担当分

【参 考 書】鶴井 明 ❻ 工業力学 ✾ 培風館 ✹
【予備知識】総合人間学部の微分積分学，線形代数学を前提として講義する．
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる ❼

☞✧✌✗✜



地球工学科

社会基盤デザイン ❁✗❃✢❁✗❃✩❂❽ ❚✢❩✱✷❀❙✪❄✉❫❴❉✪❇✍✤❅❄✗❫❴❇❊❖✖❩⑨❆❊❇❈●✸❍❨❆❈●✗❇❊❚
【配当学年】✒ 年前期
【担 当 者】五十嵐・牛島・勝見・木村・吉井・その他関連教官
【内 容】土木工学（ ① ✷❀❾☎✷❀▼❿◗❘❄✗❙✖✷✼❄✸❚✭❚✭❇❊✷❀❄✗❙ ）は，長年にわたり社会基盤整備と公共空間の創造

を通じて，市民工学としての役割を果たしてきた．本講義では，土木工学が「市民工学，
環境創生工学，現代総合工学，人類工学，創造工学」であることを，「防災，環境，デザイ
ン，社会とのかかわり，技術者倫理」などのキーワードで解説する．成績評価は，期末試
験，レポート等を総合的に勘案して行う（期末試験 ✜✰★ 点，レポート等で ✔✪★ 点，合計 ✎✩★✪★
点満点）．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

社会基盤デザ
イン概説 ✎ 本講義のガイダンスと土木工学に関する最近の話題を紹介す

る．

土木と防災 ✒ 社会基盤構造物の耐震技術や自然災害への対応策を通して，
土木工学が防災に果たす役割を解説する．

土木と環境 ✒ 地盤環境や河川環境の保全と新たな創生法を通して，土木工
学が持続可能な社会の実現に果たす役割を解説する．

土木とデザイ
ン ✔

都市景観・交通工学のデザインの考え方や交通渋滞へのソフ
ト的方策を通して，土木技術者のデザインへのかかわりを解
説する．

土木技術者の
倫理

✒ 先人の業績（土木遺産）や事例分析を通して，土木技術者の
倫理について解説する．

土木と社会 ✔
土木と社会のかかわりをトピック的に紹介し，土木工学を学
ぶことの意義と実社会へのかかわりを解説する．外部講師に
よる特別講演も実施する．

【教 科 書】必要に応じて印刷物を配布する．
【予備知識】特に予備知識は必要としない．
【そ の 他】本講義は担当教官によるリレー式講義である．全体の取りまとめは，木村（土木

西館 ✎✞✙✲✘ 号室， ➀☎✷❀❵➁●✸❇❊❖✄➂♣❆❈❉✖❩❈❺✗✷➃❼ ➀✄●✸❍✭✷✼❾✝❼ ➀✄⑩✪❉✰❆❊❉✰➄➅●✵❼ ❖✪❍✰❼ ➆ c ）が担当している．

☞✧✌✄✣



地球工学科

基礎環境工学 ➇ ❁✗❃✢❁✪❯✪❂
④✗●✗❄+❋✗❖✰❵❞❚✭❄☎❆❳❖✰▼✵◗❘❄✄❾✄✷❀❇❈❉✖❄✗❵❞❚✭❄☎❆❊❖✪▼✝◗❝❄✗❙✪✷❀❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✗❙✈✤
【配当学年】２年前期
【担 当 者】内山巌雄・高岡昌輝・松井利仁・山田春美
【内 容】人間活動に伴って起こる環境に与える影響や環境に関する諸問題を理解するこ

と、ならびに環境工学の基礎を学ぶことを目的とする。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

環境工学概論 ✎
人間活動と環境影響の変遷、環境保全のための環境基本法、
環境基本計画、環境基準等、環境倫理について述べると共に、
環境工学概の概要を講述する。

廃棄物 ✒ 一般生活や産業に伴う廃棄物の発生と要因、廃棄物処理技術、
廃棄物の抑制等について講述する。

大気環境保全 ✔

大気の構造、大気汚染問題、地球環境問題の現状，大気環境
問題の発生と機構、下層大気、特に大気境界層の気象学、気
象条件と大気汚染物質の挙動との関わりについて述べる。ま
た大気環境影響評価（アセスメント）の基礎となる大気拡散
モデルの特性について説明するとともに、大気環境保全・管
理への応用について述べる。

水環境保全・土
壌汚染 ✔

水環境の構成と機能、水質汚濁の要因と機構、水質変化、河
川・湖沼・海域の汚濁と機構、水環境保全、管理技術、土壌
汚染の要因と機構等について述べる。

騒音・振動 ✒
騒音・振動公害の現状、各種騒音・振動源の特徴、騒音レベ
ル、振動レベル等の物理的尺度、および等価騒音レベル、時
間率レベル等の変動騒音／振動の評価尺度について述べる。

化学物質のリ
スク管理 ✒ 多種多様な化学物質の環境リスクとは何か、環境リスク削減

のための包括的なリスク管理等について述べる。

【参 考 書】平成１６年度環境白書 　（環境省） 　その他担当教官から指示あり
【予備知識】特に必要としない
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略、追加があり得る。評価は出席点およ
び筆記試験で行う。

☞✧✌✄✦



地球工学科

資源エネルギー論 ❁✗❃✢❁✪❁✪❂
⑥✍❚✩❩❈❉✪●✸❇❊❍✭❚✩❩✧❖✰❄✸❋❜◗❘❄✸❚✭❇❊❙✪⑩
【配当学年】２年前期 【担 当 者】馬渕、楠田、福中
【内 容】資源・エネルギー問題は、人類が抱える最重要かつ緊急の課題である。本講義で

は、地球科学や資源地質学の立場から、資源枯渇、鉱物資源、エネルギー技術、物質循環
など資源・エネルギー工学の基礎について講述する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

地球環境視点
からの資源エ
ネルギー問題

✒ 地球環境の起源と環境資源エネルギー問題のかかわりを地球
化学的観点から概観すると共に熱力学初歩を学ぶ。

資源・エネル
ギーの需要と
枯渇問題

✒ 資源エネルギー需要の動向を統計データを基に分析するとと
もに、予測される資源の枯渇について説明する。

鉱物資源 ✒ 種々の金属鉱物資源の成因、分布（偏在性）、資源量など鉱物
資源の現状について述べるとともに、将来展望を考察する。

炭化水素資源 ✒
石油、石炭、天然ガス及び潜在的炭化水素エネルギー（オイ
ルシェール、メタンハイドレート、バイオマスなど）の成因
及び将来展望について述べる。

新エネルギー
技術 ✔

原子力、水力、地熱、太陽エネルギー、温度差発電、潮力発
電、風力エネルギーなどの新エネルギー技術の研究開発動向
について講述する。

省資源・省エネ
ルギー技術 ✒

持続的発展、資源生産性、物質循環をキーワードに、３Ｒ
（ ⑥✍❚✩❋✓●@❍❨❚✪➈✓⑥✍❚✩●✸❩❈❚✪➈✄⑥✍❚✩❍✭⑩✄❍✭▼✼❚ ）技術など省資源・省エネルギー技
術の研究開発動向について説明する。

【教 科 書】西山 　孝 　「地球エネルギー論」 　オーム社

【参 考 書】志賀美英 　「鉱物資源論」 　九州大学出版会

【そ の 他】オフィスアワーは特に設けない。随時、各教員室（馬渕 ✎✢✛✪✔ 号室、楠田 ✔☎✒✲✘ 号
室、福中 ✘☎✛✖✒ 号室、いずれも工学部１号館）を訪ねること。

☞✍✌✏✎✢★



地球工学科

工業数学Ｂ１ ❯✪❂✖❸✗❃✩❂
◗❘❄✗❙✖✷✼❄✸❚✭❚✭❇❊✷❀❄✗❙ ❹ ❖✲❆❈❺✸❚✭❵▲❖✲❆❊✷❀❍✩❩✍✯❤✎
【配当学年】✒ 年後期 【担 当 者】青柳 　富誌生

【内 容】複素関数論の入門と２，３の応用
【授業計画】

項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

複素関数論の
入門と２，３
の応用

✎✞✒ ～ ✎✭✘

複素数の定義，複素平面．
複素関数の微分，コーシー・リーマン関係式．
正則関数の概念，等角写像の概念，一次変換．
複素線積分とその性質．
コーシーの積分定理，コーシーの積分公式．
テイラー展開，ローラン展開．
特異点の分類，留数定理．
定積分への応用．
偏角の原理とその応用．

【予備知識】微分積分学の基礎（全学共通科目の微分積分学Ａ・Ｂ 及び微分積分学続論Ａ）
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて授業計画の一部修正がありうる。

☞✍✌✏✎✖✎



地球工学科

構造力学 ➇ 及び演習 ➉■➊■➊■➋■➊➌✭➍➏➎➃➐✢➑⑨➍➏➐✞➎➃➒❳➓✓➔✡→⑨➑➅➣✲➒❳↔✞↕➙➑⑨➛♥➜❿➒❳↔✞➝☛➞✸➟✢→⑨➎➏➑✱↕➙➛➏→⑨➛
【配当学年】➠ 年後期 【担 当 者】家村・清野・澤田 ➡ 純 ➢ ・白土・杉浦
【内 容】構造物に作用する外力、力の性質、断面に生じる力、応力、変位ならびにひずみや変形、断面の幾何学

的性質、応力とひずみ、変位の計算法、および柱の座屈について述べる。主として静定構造物を対象とする。成
績評価は、期末試験、中間試験、レポート等を総合的に勘案して行う。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

序論 ➤
構造物と部材
構造力学の目的と取り扱う範囲
構造力学での仮定
技術者倫理に関連する事例

力の性質 ➤
外力
外力のモデル化
力のつりあい
静定、不静定および不安定

断面に生じる力 ➥

自由物体のつりあい
断面力
微小部分の断面力
軸力
曲げモーメントとせん断力
ねじりモーメント
影響線

応力 ➠ 応力 ➦ 単位断面積あたりに作用する力
応力と座標系

変位と変形 ➧
変位
変形
ひずみ
曲率とねじり率

断面の性質 ➠ 断面一次モーメント
断面二次モーメント

応力とひずみ ➠
フックの法則
断面力と変形
断面係数

変位の計算法 ➧
引張・圧縮部材
はりのたわみ
トラスのたわみ
静定構造と不静定構造

柱・はりの座屈 ➠
座屈現象
オイラーの座屈荷重
偏心圧縮柱

【教 科 書】「構造力学 ➜ 」渡邊英一・松本 　勝・白土博通著、丸善
【予備知識】微分積分学Ａ・Ｂの知識を前提とする。
【そ の 他】５クラスにわけ、クラス毎に定められた教員により同じ時間帯に授業を行う。オフィスアワーは各教員

別に設定し、時間、コンタクト方法等は初回講義時に伝える。

☞✍✌✏✎✞✒



地球工学科

水理学及び演習 ➨✢➩✰➫■➨✩➩➭❝➯☎➲✰➳✱➵✩➸✖➺2➻➽➼❳➾❘➵✭➚✄➲②➪✵➶✪➹❊➳⑨➼❳➻➽➾❅➹❳➾

【配当学年】➘ 年後期
【担 当 者】酒井（哲）・禰津・細田・戸田・牛島・岸田・後藤・角・藤田・山下（隆）
【内 容】各種の水工計画及び水理構造物設計の基礎となる水の運動の力学を流体力学との関連 より

体系的に講述し、静水力学、流体運動の基礎理論、水の波の基礎理論、粘性と乱れ、次元解析、な
らびに管路及び開水路における定常流を取り扱う．演習問題を課し、基礎理論の実際問題への応用
を習熟させる．成績評価は、期末試験、中間試験および小試験等を総合的に勘案して行う（期末試
験 ➴✭➷ 点、中間試験 ➴✩➷ 点、小試験等の日常学習の評価 ➬■➷ 点、合計 ➬✩➬■➷ 点満点）

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

水理学概説（第
➬ 回） ➬ 水理学について概説し、技術者倫理に関連する事例について解説す

る。
静水力学 ➮ 第 ➘ ～➱ 回 ✃ ➘ 静水圧、浮力、浮体の安定 について解説・演習する。

流体運動の基礎
➮ 第 ❐ ～ ❒ 回 ✃

➱ 連続体の力学、システム法とコントロールボリューム法、連続式、
運動方程式、一次元解析法 について解説・演習する。

完全流体 ➮ 第 ❮
～ ❰ 回 ✃ ➘ P ➹❊➳⑨➚✖Q✢➸☎➺➽➺➽➻ の定理、二次元非回転流れ について解説・演習する。
水の波 ➮ 第 R ～
➬✩➬ 回 ✃

➱ 微小振幅波（基礎式、浅水波、深水波、長波）、波のエネルギ ーと
その輸送、群速度、定常波 について解説・演習する。

中間試験 ➮ 第 ➬■➘
回 ✃ ➬
粘性と乱れ ➮ 第
➬ ➱ ～ ➬❳❐ 回 ✃ ➘ 変形応力、S ➵■T✰➻➽➹❊➳UV✰W⑨Q✩X✞➹❳➾ の式、層流のせん断応力と摩擦損失、層流

と乱流、乱流の Z ➹❊➯✪➚☎Q✢➺2➲✪➾ 応力、乱流の流速分布について解説する。
次元解析と相似
律 ➮ 第 ➬■➴ 回 ✃ ➬ 水理量と次元解析、パイ定理、相似律について解説・演習する。

管路の定常流 ➮
第 ➬■❒ ～ ➬❳R 回 ✃ ❐ エネルギー式、管内乱流の抵抗則、形状損失、サイフォン、管 路

（単一、並列、管路網）の計算 について解説・演習する。

開水路の定常流
➮ 第 ➘✩➷ ～ ➘✭❒ 回 ✃ ❮

エネルギー式、運動量式、水面形方程式とその特性、比エネルギー、
比力、跳水、漸変流の基礎式、基本水面形、種々の水面 形（スルー
スゲート、段落ち、横流入ほか）、漸変流の解析法 について解説・
演習する。

【教 科 書】全体としては，指定しない（講義に関しては班によって異なる）． 　演習は，共通教材（印
刷物）を配付する．

【参 考 書】指定しない．
【予備知識】微積分、線形代数の基礎など、大学教養１年次の標準的な数学。
【そ の 他】講義と演習を並行して実施する。オフィスアワーは特に設けないが、吉田地区の教官につ

いては必要に応じて各教官室で対応する（酒井 ➘✩➘✰➬ 室・禰津 ➘✭❰✩❐ 室・細田 ➘✲➬■❒ 室・牛島 ➘✭❰ ➱ 室・岸
田 ➘✲➬■❰ 室・後藤 ➘✢➘✩➘ 室・角 ➘✢❮✢➘ 室 ）。防災研究所の教官（戸田・藤田・山下）については、講義・
演習時にコンタクトの方法を伝える。

☞✍✌✏✎✢✔



地球工学科

土質力学　及び演習 ➨✪➫❳$✢&✩➩)✰+✢➻➽➺✝0✈➹❊➼❈6☎➵✩➚☎➻➽➼❳➾❝<⑦➵✭➚✄➲②➪✵➶✪➹❊➳⑨➼❳➻➽➾❅➹❳➾

【配当学年】➘ 年後期 【担 当 者】大西・岡・嘉門・勝見・小高・三村
【内 容】土の構造とその工学特性の理解のため、土の分類と評価方法、締固めた土の特性、土中に

おける水の移動現象、土の圧密変形と粘土地盤の沈下解析、土の強度と破壊に関する物理現象を説
明する。さらに、演習問題を通じてこれらの問題を数理的に取り扱う手法を修得し、講義の内容の
理解を深める。成績評価は、期末試験、中間試験、レポート等を総合的に勘案して行う。（期末試験
❮✩➷ 点、中間試験＋レポート＋小試験等で ➱ ➷ 点、合計 ➬■➷✩➷ 点満点）

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

地盤の 成り立
ち、地盤と社会
基

➬ 地盤の成り立ちや社会基盤との関わりを解説し、土質力学全般に関
する概論を講述する。

地盤と災害、地
盤と環境 ➬ 地盤に関わる災害や環境問題について解説する。併せて、技術者倫

理に関連する事項・事例について解説する。

土の 指示的性
質、応力、締固
め

➘
土の構造と分類、物理的性質の表現方法とその定量的評価手法につ
いて解説し、演習問題を通じてその理解をはかる。また、土の締固
め特性とそれを調べるための試験法について解説し、演習問題を通
じてその理解をはかる。

土の透水と土中
の水理

➱
地盤を流れる水の運動について基本的な現象の説明を行い、この運
動を支配するダルシーの法則とその適用について解説する。さらに、
各種地盤構造物内における浸透問題を解析的に解く手法について演
習問題を利用しながら説明する。

中間試験 ➷✪N ➴

土の 圧密と 圧
縮、粘土地盤の
沈下予測

➱
有効応力の原理および土の圧密現象を説明し、これを数理的に取り
扱う手法、ならびに粘土の圧密特性を表す諸量について解説する。
さらに圧密による地盤の沈下予測を行うための解析手法について演
習問題を用いて説明する。

変形・強度と破
壊理論 ➘✰N ➴

モールの応力円を用いて、多次元場での土の応力状態を予測する手
法について解説する。土のせん断による破壊現象の発生機構を解説
する。さらに基礎となる土の強度の考え方とその測定のための試験
法について演習問題を利用して説明する。

【教 科 書】岡二三生著：土質力学（朝倉書店）。 　演習問題集（講義第 ➬ 回目に配布）、その他、必要
に応じて印刷物を配布する。

【参 考 書】岡二三生著：土質力学演習（森北出版）
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けない。本部教員については各教員室（大西 P ➱ ➴✢➘ 室、岡 P❡❐ ➱ ➘

室、嘉門 P☛➬■❮✭❐ 室、小高 P✧❐✲➘✭❰ 室、勝見 P❤➬❨❮ ➱ 室、いずれも工学部 ➴ 号館）を訪れること。防災研
究所教員（三村）については、講義時にコンタクト方法を伝える。

☞✍✌✏✎✩✘



地球工学科

計画システム分析及び演習 ❁✗❃✢❁✰✇✖❂
❧✄⑩✓❩⑨❆❊❚✭❵▲❩✍☞✐❄8❖✰▼❀⑩✄❩❈✷❬❩✍❖✰❄✸❋❪◗❲❱✓❚✩❇❊❍✭✷❀❩❈❚✩❩❝❫❴❉✪❇✐❛❝▼❀❖✪❄✗❄✗✷❀❄✗❙▲❖✰❄✸❋ ❹ ❖✰❄8❖✰❙✪❚✩❵❞❚✭❄☎❆
【配当学年】✒ 年後期
【担 当 者】多々納・谷口・山田・吉井・菊池・倉内
【内 容】　社会機構の高度化、価値観の多様化に伴って計画システム的な考え方がますま

す重要となってきた。本講義では、計画システムの基礎概念およびシステム設計のための
手法としての最適化計画手法および待ち行列理論について体系的に講述し、あわせてこれ
らの適用法に関する演習を行う。成績評価は、期末試験、レポートなどを総合的に勘案し
て行う。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

計画システム
分析概説 ✎ 計画システムの基礎概念について概説し、技術者倫理に関連

する事例について解説する。

線形計画法 ✜
最適化手法の基本的手法である線形計画法について講述する。
まず制約条件と目的関数の定式化について説明し、ガウスジ
ョルダンの消去法、シンプレックス法、双対シンプレックス
法、限界価値、感度分析、輸送問題について理解させる。

非線形計画法 ✣

制約がない問題に対する古典的微分法、等式制約問題に対す
るラグランジェ乗数法、不等式制約問題に対するキューン・
タッカー条件に関する理論を説明し、最急降下法、ニュート
ン法、直線探索法などの計算方法を述べ、非線形最適化問題
の解法を理解させる。

動的計画法 ✛
複雑なシステムの最適解を多段階に決定していく手法である
動的計画法について講述する。ダイナミックプログラミング
の解法、多段階における最適決定法について理解させる。ま
た，❛❭◗❝⑥⑦Z などのネットワーク計画手法について説明する．

待ち行列理論 ✘
最適化を実施するための重要な手法の一つとして、待ち行列
理論を取り上げ、その基礎理論について解説した後、定常解
の導出方法について講義する。

【教 科 書】飯田恭敬編著 ❻ 土木計画システム分析 ✾ 最適化編 ✹✡✾ 森北出版 ➈❀✎✩✦✖✦✗✎✢✹
演習は、共通教材（プリント）を配布する。

【参 考 書】飯田恭敬，岡田憲夫編著 ❻土木計画システム分析（現象分析編）✾ 森北出版 ➈❀✎✩✦✖✦✖✒✪✹
大石 進一著： 待ち行列理論 ➈ コロナ社 ➈8✒✪★✪★✖✔

【予備知識】総合人間学部開講の微分積分学を前提としている ❼
【そ の 他】オフィスアワーは各教員別に設定し、時間、コンタクト方法は、各担当教員の初

回講義時に伝える。

☞✍✌✏✎✞✙



地球工学科

環境衛生学 ❁✪❂✸❃✭✇✖❂
◗❘❄✄❾✄✷✼❇❊❉✪❄✸❵✈❚✩❄☎❆❊❖✰▼✝<✐❚✢❖✰▼✼❆❈❺
【配当学年】✒ 年後期 【担 当 者】内山、松井（利）
【内 容】環境衛生学の概念を理解すると共に、健康に深い関わりのある環境要因（大気環

境、水環境、廃棄物、各種有害化学物質のリスク、騒音、温熱など）について、環境と健
康の両面から講述する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

環境衛生学概
論および大気
環境と健康

✔
環境衛生の歴史、環境と健康の関わり合い、呼吸器系の構造
と機能、大気汚染問題とそれに起因する健康影響、環境基準
について講述する。

廃棄物とダイ
オキシン類

✒ 廃棄物問題と環境について、特にダイオキシン類の健康影響
について講述する。

水環境と健康 ✎ 水環境の評価、飲料水基準、水に起因する疾患等について講
述する。

音と振動 ✔ 聴覚およびその機能、騒音と振動の尺度と単位、健康影響な
どを講述する。

疫学および統
計学 ✒ 疾病頻度の指標、交絡要因の調整方法、各種疫学研究方法、

および統計学的解析の際に注意すべき点について講述する。

地球環境問題 ✎
地球環境問題のうち、関連する条約、地球温暖化と健康影響、
温熱環境と健康に関して講述する。またオゾン層の破壊、酸
性雨についても講述する。

環境リスクと
リスクコミュ
ニケーション

✎
環境に起因する健康リスク、発がん性有害化学物質の規制に
関するリスクの概念の導入、許容リスクレベルについて講述
する。公害問題の解決とは異なり、これからの環境問題の解決
に重要となるリスクコミュニケーションについても講述する。

【教 科 書】プリントおよび授業中に紹介する
【参 考 書】環境白書（環境省）、授業中に適宜紹介する
【予備知識】特に必要はない
【そ の 他】評価は、出席点及び筆記試験で行う。

☞✍✌✏✎✢✛



地球工学科

物理探査学 ❁✗❃✢❁✪❸✪❂
❑☛❚✭❉ , ❺✄⑩✄❩❈✷❬❍✭❖✰▼❿❛❝❇❈❉☎❩ , ❚✩❍❨❆❈✷❀❄✗❙
【配当学年】✒ 年後期 【担 当 者】芦田・松岡 ✾ 俊 ✹ ・菅野・三ヶ田
【内 容】地下を診る技術である各種の物理探査法について、その探査原理、データ取得技

術、データ処理技術および解釈方法について講述するとともに、エネルギー・資源分野、
地盤工学分野、土木工学分野への適用についても紹介する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

物理探査とは ✘
データ処理技
術 ✘
データ解析技
術

✒
エネルギー・資
源分野への適
用

✒

地盤工学分野
への適用 ✎
土木分野への
適用 ✎

【参 考 書】佐々・芦田・菅野：建設・防災技術者のための物理探査（森北出版）

☞✍✌✏✎✲✜



地球工学科

測量学及び実習 ➨✢➩✭$✞➩✩➩'✰➸✖➳⑨-✞➹❊➯✪➻➽➚☎6❤➵✩➚☎➲✈;✝➻➽➹❳➺?➲▲A❿➳✱➵✩➼❊E⑨➻➽➼❳➹

【配当学年】➱ 年前期
【担 当 者】田村（正 ✃ ・小野（徹）・菊池・出村・柄谷・畑山
【内 容】測量学に関する講義と実習を行う。講義では様々な測量技術、測量機器の仕組み、観測デー

タにおける誤差の扱いと調整方法について講述する。実習では、測量機器を用いて野外で測量を行
い、測量機器の扱いや測量の方法を学ぶ。さらに、得られたデータを整理して調整計算を行うこと
で、観測情報についての理解を深める。成績評価は、期末試験、実習レポート、出席状況等を総合
的に勘案して行う。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

測量学概説 ➱ 測量学の目的、歴史、内容について概説するとともに、測量技術の適用
事例や最新の測量技術動向を紹介する。また、実習の予定と注意点に
ついて説明する。さらに、測量における技術者倫理について解説する。

距離測量と角測
量 ❐

測量技術の基本である距離測量と角測量の方法を学ぶ。また、実習
を通して測量機器の設置方法 ➮ 整準、求心 ✃ とセオドライトを用い
た角測量技術を体得する。

基準点測量 ➴
基準点測量のための測量計画について概説するとともに、代表的な
基準点測量法である三角測量、トラバース測量について詳説し、野
外における実習を実施する。

水準測量 ➱ 測点の標高を定めるための水準測量の方法とデータの調整法につい
て説明し、野外における実習を行う。

平板測量と地形
測量 ❐

測量区域の細部を明らかにするための平板測量、地形測量の方法に
ついて述べるとともに、その成果物である地形図の特性、測量と空
間の認識との関連性について解説する。あわせて実習を行う。

誤差論 ➘ 誤差に関する基本的な概念を説明するとともに、誤差伝播の法則、
一般算術平均値の考え方を説明する。

最小２乗法 ❮ 測量データの処理の基本となる最小２乗法の考え方とその計算方法
について演習を交えながら習熟させる。

調整計算 ❐
三角測量、トラバース測量データの調整法を解説し、実習で得られ
たデータを用いた計算演習、コンピュータプログラミングによる厳
密計算を行う。

写真測量 ❐ 写真測量の概要を説明するとともに、実体視、反射実体鏡による航
空写真の判読に関する実習を行う。

M AN' 測量 ➱ M A⑤' の原理ならびに M AN' を使った測量技術について講義する。
【教 科 書】森忠次著 P 改訂版 測量学１ 基礎編 ➮ 丸善 ✃
【予備知識】線形代数学、数理統計学
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けない。実習レポートなどの提出先については、第 ➬ 回の講義の

際に配布する予定表及びホームページに記載する。

☞✍✌✏✎✢✣



地球工学科

連続体の力学 ❁✗❃✖❃✩%✪❂① ❉✪❄☎❆❈✷❀❄✄●✗●✗❵ ❹ ❚✩❍❳❺✸❖✪❄✗✷❀❍✩❩
【配当学年】✔ 年前期 【担 当 者】岡二三生・細田 　尚
【内 容】テンソル解析の基礎，連続体の変形と運動および保存法則の定式化，固体および

流体の構成則の考え方，初期値・境界値問題の解法と変分原理などの基本的内容を講述の
後，地球工学科に関連する応用例として，弾性体の変形解析と波動の伝播や流体力学の応
用問題について解説する．成績評価は，期末試験と授業中に行う小テスト等を総合的に勘
案して行う．（おおよそ期末試験 ✦✖★ 点，小テスト ✎✩★ 点で合計 ✎✢★✪★ 点満点）

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

ベクトル・テン
ソル解析の基
本的事項

✔
ベクトル・テンソルの定義，積分定理，移動する体積の時間
微分公式，共変・反変基底ベクトルとテンソルのダイアディッ
ク表現および成分の変換則などの連続体力学を理解するため
に必要となる基本的事項を説明する．

応力とひずみ，
変形速度テン
ソル

✒
連続体の運動と変形を記述するための基本的事項として，応
力テンソル，ひずみ及び変形速度テンソルの定義とそれらが
満たすべき条件（ひずみの適合条件），座標変換に対する各
テンソル成分の変換則や不変量などについて説明する．

保存則の数学
的表現 ✒

移動する連続体の領域内での質量，運動量，角運動量，熱力
学の第一，第二法則の数学的表現を説明し，局所的な保存則
の表示を導く．

固体・流体の構
成則 ✔

連続体の構成則が満たすべき条件と弾性体，粘弾性体および
粘性流体の構成則を示し，単純な場での具体的応用例を説明
する．

変分原理と有
限要素法 ✒

実際の連続体の運動と変形の境界値問題を解くための変分原
理とその代表的解法としての有限要素法について述べ，その
具体例を示す．

固体・流体力学
の具体的応用
例

✔
弾性体の変形解析と波動の伝播，遅い粘性流とストークスの
抵抗法則など基本的な現象を題材として，連続体力学の具体
的な応用について講述する．

【教 科 書】講義資料としてプリントを配布する．
【参 考 書】Ｙ．Ｃ．ファン著（大橋・村上・神谷共訳） 　連続体の力学入門，培風館
【予備知識】１，２回生時に学ぶ微分積分，線形代数の基礎知識
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けないが，質問などは必要に応じて各教官室で対応す

る．（岡 ✘☎✔✖✒ 号室，細田 ✒✗✎✩✛ 号室）

☞✍✌✏✎✢✦



地球工学科

工業数学  !" （土木工学コース） ❯✪❂✖'✗❃✩❂
◗❘❄✗❙✖✷✼❄✸❚✭❚✭❇❊✷❀❄✗❙ ❹ ❖✲❆❈❺✸❚✭❵▲❖✲❆❊✷❀❍✩❩✍✯✧✒
【配当学年】✔ 年前期 ✾ 土木工学コース ✹ 【担 当 者】田村・西村 ✾ 直 ✹
【内 容】フーリエ解析と、その応用としての偏微分方程式の解法を取り扱う。周期関数に

対するフーリエ級数、非周期可積分関数に対するフーリエ変換、及びそれらの特性に習熟
し、種々の工学・数理物理学の問題への応用力を養うことを目的とする。また、現代的な
取扱や、数値解析との関連についても講述する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

序 ✎ フーリエ解析とは何か、どういう応用があるのかなど解説し、
必要な予備知識を整理する。

フーリエ級数 ✔
周期関数は三角関数の無限級数に展開され、これをフーリエ
級数と呼ぶ。ここではフーリエ級数の収束等に関する理論的
な話題を取り上げるとともに、具体的な計算も行なって理解
を深める。

フーリエ変換 ✘

非周期関数のフーリエ解析にはフーリエ変換が登場する。こ
こでは、まず、あるクラスに属する関数は実際にフーリエ積
分で表される事を証明した上で、フーリエ変換の種々の性質
を示す。更に、具体例を通して計算力を養う。また、ラプラ
ス変換をフーリエ変換の立場から論ずる。

偏微分方程式
への応用 ✘ ～ ✛

２階の偏微分方程式（ ♠L❖ M ▼❬❖✪❍✭❚ 方程式、波動方程式 ➈ 熱方程
式等）の ✾ 初期値 ✹ 境界値問題の解を具体的に構成する際の
フーリエ級数およびフーリエ変換の適用例を紹介する ❼

数値フーリエ
解析 ✎ 計算機を用いてフーリエ解析を行なうための基本的な手法で

ある高速フーリエ変換 ✾⑧④⑦④⑦U✐✹ について解説する。
【予備知識】微分積分学、線形代数学、工業数学 ✯☛✎▲✾ 関数論 ✹ 。
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる ❼

☞✍✌✓✒✪★



地球工学科

工業数学  !" （資源工学コース） ❯✪❂✖'✗❃✪❃
◗❘❄✗❙✖✷✼❄✸❚✭❚✭❇❊✷❀❄✗❙ ❹ ❖✲❆❈❺✸❚✭❵▲❖✲❆❊✷❀❍✩❩✍✯✧✒
【配当学年】✔ 年前期 ✾ 資源工学コース ✹ 【担 当 者】宅田・菅野・三ヶ田
【内 容】連立１次方程式の数値解法、フーリエ変換、ラプラス変換、補間と近似、偏微分

方程式の数値解法についての基礎理論。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

連立１次方程
式と非線形方
程式の解法

✔
連立１次方程式の解法のうち、各種の直接法と反復法、直説
法と反復法の比較およびこれらの解法の応用について説明す
る。また、非線形方程式の解法のうち、ニュートン・ラフソン
法および２分法に関して、その応用と解法について講述する。

補間と近似 ✒
離散的に存在するデータを多項式を用いて近似する方法、す
なわち関数の多項式近似について述べる。具体的には、ラグ
ランジュの補間法など、いくつかの手法を解説する。

フーリエ変換 ✒ フーリエ変換の原理、法則および実例について講述する。

ラプラス変換 ✒ ラプラス変換の原理、法則および実例について講述する。

偏微分方程式
の数値解法 ✘

ラプラス方程式に関して変数分離によるその一般解および有
限差分化について解説する。さらに、拡散方程式の差分解法
について解説する。

【参 考 書】小門・八田：数値計算法（森北出版）
【予備知識】総合人間学部開講の微分積分学、線形代数学および地球工学基礎数理、工業数学

✯☛✎ を前提としている ❼
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる ❼

☞✍✌✓✒✗✎



地球工学科

構造力学 ➇⑦➇ 及び演習 ➨✪➫❳&✩(✢➩+✲-❅➳⑨➸☎➼❊-⑨➸✪➳✱➵✩➺89✈➹❳➼✱<✄➵✩➚✖➻➽➼❳➾❘D❅D❲➵✩➚☎➲✈➪❿➶✖➹❈➳⑨➼❳➻➽➾❅➹❳➾

【配当学年】➱ 年前期
【担 当 者】田村・松本 ➮ 勝 ✃ ・五十嵐・宇都宮・西村 ➮ 直 ✃
【内 容】構造解析の基礎理論として、仕事・エネルギー・仮想仕事および補仮想仕事の原理、仮想変

位および仮想力の原理、相反定理について講述する。さらに、連続ばり、ラーメン、曲線ばり、アー
チ、不静定トラス、格子構造等の不静定構造物の解法を解説する。また、コンピュータを利用した構
造解析法として、トラス、はり、ラーメン構造を対象としたマトリクス構造解析の基礎について概
説し、剛性方程式の誘導とその解法について説明する。成績評価は、期末試験、中間試験、レポー
ト等を総合的に勘案して行う。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

仕事・エネルギー
と仮想仕事 ➬■❰

基礎事項
仕事・補仕事およびエネルギー
カスティリアノの定理と最小仕事の原理
仮想仕事と補仮想仕事
仮想仕事（変位）の原理
補仮想仕事（力）の原理
弾性荷重法
相反定理

不静定構造物の
解法 ❐

不静定次数と自由度
弾性方程式法
たわみ角法➱ 連モーメント法

マトリクス構造
解析の基礎 ➘

つりあい式・変位適合条件式のマトリクス表示
剛性方程式の数値的解法
平面トラスの解析
平面骨組みの解析

構造安定論 ➘
安定の判定条件
剛体－ばね系の変形
弾性はり－柱の変形

構造各論 ➱
連続ばり・ラーメン・曲線ばり
アーチ
不静定トラス
格子構造

構造解析技術者
倫理 ➬ 構造解析の適用範囲、解析精度・信頼性等、構造物の設計・安全性

に関わる構造解析技術者倫理に関する事例について解説する。

【教 科 書】クラス担当教員が初回講義時に伝える。
【参 考 書】「構造力学 D❅D 」松本勝・渡邊英一・白土博通・杉浦邦征・五十嵐晃・宇都宮智昭・高橋良

和著、丸善
【予備知識】微分積分学Ａ・Ｂ、線形代数学Ａ・Ｂ、構造力学 D 及び演習の知識を前提とする。
【そ の 他】➴ クラスに分け、クラス毎に定められた教員により同じ時間帯に授業を行う。オフィスア

ワーは、各教員別に設定し、時間、コンタクト方法等は初回講義時に伝える。

☞✍✌✓✒✖✒



地球工学科

材料学 ➉■➊■#❳%❨➊'✝)■↔✞➛⑧➍➃➎➏➐✞➑❅➍➃↕➙)■↔☛➔✠➒❊➍➃→⑨➎➃↕➽➒❳➓➙➛

【配当学年】@ 年前期 【担 当 者】宮川豊章・服部篤史
【内 容】構造用材料を対象として、材料一般のミクロな構造からマクロな物性の取扱いについて略述し、さらに、

コンクリート、鋼材、高分子材料、複合材料などの主要構造材料の力学的性質、化学的性質、取扱い、試験方法
を中心とした各論を講述する。
　成績評価は、期末試験、レポート等を総合的に勘案して行う ➡ 期末試験 ➥■C 点、レポート等 ➠■C 点、合計 ➤✱C■C
点満点 ➢ 。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

材料概論 ➤ 材料の分類、土木材料の歴史、技術者倫理に関連する事例解説、トピックス

結晶構造 ➤ 結晶質、非結晶質、結晶結合、結晶構造、欠陥、力学的特性、すべり、転位

金属材料 ➤ 鉄系金属、高炉、精錬、高炉スラグ、変態、熱処理、非鉄金属、金属系新素材

腐食・防食 ➤ 耐久性、腐食反応、劣化メカニズム、中性化、塩害、第 ➤ 種防食法、第 ➠ 種
防食法

セメント ➤ セメントの種類、化学成分、組成化合物、水和反応、水和熱、低アルカリ型
セメント、混合セメント

混和材料 ➤ 混和剤、減水剤、H ➞ 剤、凍害、混和材、ポゾラン反応、潜在水硬性、高性
能減水剤

骨材・水 ➤ 含水状態、塩化物イオン、塩化物総量規制、アルカリ骨材反応、アルカリ量

フレッシュコンク
リート

➤ ワーカビリティー、レオロジー、コンシステンシー、材料分離、配合設計

硬化コンクリート ➠ 圧縮強度、水セメント比、引張強度、曲げ強度、耐久性、試験方法

コンクリートの非
破壊試験

➤ 表面硬度法、超音波法、併用法、放射線透過法、赤外線法、自然電位法、分
極抵抗法

各種コンクリート ➤ 繊維補強コンクリート、➔✠J⑤L セメント、高流動コンクリート、無機系新素材
歴青材料・高分子
材料

➤ アスファルト、ストレートアルファルト、ブローンアスファルト、樹脂、ゴム、
表面保護工、繊維、連続繊維補強材、高分子系ポリマーコンクリート、新素材

期末試験 ➤ 定期試験期間中に行う。

【教 科 書】岡田清、明石外世樹、小柳洽共編 ➦ 土木材料学 ➡ 国民科学社 ➢
【参 考 書】藤原忠司、長谷川寿夫、宮川豊章、河井徹編著 ➦ コンクリートのはなし ➜ ・ ➜➏➜ ➡ 技報堂出版 ➢

日本コンクリート工学協会：コンクリート便覧 ➡ 技報堂出版 ➢
【予備知識】総合人間学部開講の、基礎物理化学を履修しておくことが望ましい。
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けない。随時、各教員室 ➡ 宮川 ➧✞➤✱) 号室、服部 ➧✞➤✱➠ 号室、いずれも工学部 + 号

館 ➢ を訪れること。

☞✍✌✓✒✪✔



地球工学科

波動・振動学 ❁✗❃✖❃✪❃✩❂❽ ⑩✄❄✸❖✪❵❞✷❀❍✩❩✧❉✰❫❘❧✄❉✪✷❀▼✵❖✰❄✸❋❪❧☎❆❊❇❈●✸❍❨❆❈●✗❇❊❚✩❩
【配当学年】✔ 年後期 【担 当 者】五十嵐・清野
【内 容】土木分野における振動の基礎理論と実際への適用について講述する。成績評価

は、平常点と期末試験の点数を総合的に勘案して行う。
【授業計画】

項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

構造物の振動
現象および運
動方程式

✎
土木構造物においてみられる振動現象とその工学的重要性に
ついて述べる。また、慣性力を考慮した力のつりあい式が運
動方程式であることを示す。構造力学及び微分方程式の基礎
知識が必要。

自由振動 １ １自由度系の固有振動数と減衰定数を定義し、自由振動波形
を求める。

強制振動 １ 調和波外力による共振曲線、位相曲線を求め、周波数応答特
性を明らかにする。

振動計の原理 １ 変位計、速度計、加速度計の原理について述べる。

不規則応答 ✒ 不規則な地震外力に対する応答の評価法と応答スペクトルの
概念について述べる。

非線形振動 １ 弾塑性復元力特性を有する構造物の基本的動的応答特性につ
いて述べる。

✒ 自由度系の
振動 ✎ ✒ 自由度系の運動方程式から自由振動の解を導き、固有振動

モードの概念を把握する。
固有振動数と
固有モード ✎ 多自由度振動系の固有振動数、固有振動モードと固有値解析

との関係について説明する。線形代数の基礎知識が必要。
多自由度系の
減衰自由振動 ✎ 減衰力が存在する場合の固有振動モードの適用について述べ

る。
多自由度系の
強制・不規則振
動

✎ モード解析法によって、調和波外力や不規則外力に対する応
答を評価する手法について述べる。

各種の制振機
構 ✎ 受動的、能動的ならびにハイブリッド型制振機構の原理につ

いて概説する。

連続体の振動 ✎ 連続体におけるせん断振動、曲げ振動と一次元波動の方程式
と解法について述べる。

【予備知識】微分積分学、線形代数学、構造力学Ｉ及び演習、構造力学 ✤❈✤ 及び演習

☞✍✌✓✒✰✘



地球工学科

水文学基礎 ➨✢➩✩➨✢➩✩➩$☎➸✖➚✄➲✖➵✩,✠➹❳➚✲1✱➵✩➺➽➾⑦7✭9❿➭❭➯✖➲✰➳⑨7✢➺➽7✢A✭➯

【配当学年】➱ 年前期 【担 当 者】池淵・椎葉・寶・立川
【内 容】地球表面付近の水の循環過程，すなわち，蒸発散，降雨，降雪，遮断，浸透，地表面およ

び土壌表層・地中での雨水流動，河道網での流れなどの現象を理解し，それを適切にモデル化して
いくための方法を講述して，降水と流出の予測，河川流域管理のための基礎を明らかにする。成績
は，期末試験，レポート等を総合的に勘案して評価する。期末試験 ❮✭➷ 点，レポート及び小試験等で➱ ➷ 点，合計 ➬■➷✩➷ 点満点とする。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

水文学とは何か ➬ 水文学の学問領域，地球工学との関わり，その意義について解説す
る。また，技術者倫理に関する事項を解説する。

地球上の水の分
布と放射 ➬ グローバルなスケールでの水の分布，放射を含めたエネルギーの伝

達・循環の機構を解説する。

降水機構と観測 ➬ 降水機構を概説し，アメダス，レーダ雨量観測法を述べる。

計画降雨 ➬ 水文統計学について概説し，土木構造物の設計量の一つである計画
降雨の決定法を解説する。

降雨遮断・浸透 ➬ 樹木による降水の遮断，凹地貯留，雨水浸透の機構を解説する。

斜面流出機構 ➘
H✰➻J➚✖➹❳,K➵✭1⑨➻➽➼KM❲➵■O✞➹ モデルを誘導しその解析法を紹介し， H✰➻➽➚☎➹❊,K➵✭1⑨➻➽➼
M❲➵■O✞➹ モデルを基礎とした斜面流出機構のモデル化について解説する。

蒸発散 ➘ 蒸発散現象を理解するための大気境界層の理論，蒸発散量推定のた
めの理論・経験公式を解説する。

融雪機構 ➬ 融雪機構を解説し，融雪流出のモデル化の方法を述べる。

河道網系のモデ
ル化 ➬ 河道網系の雨水の流出を追跡する方法を解説する。

降雨・流出予測 ➬ レーダ雨量計データを用いた降雨予測手法，カルマン・フィルター
を用いた実時間流出予測手法を解説する。

流出モデル一般 ➬ わが国及び外国でよく用いられている流出モデルを解説する。また、
河川流域管理に関連する技術者倫理に関する事例について解説する。

【教 科 書】教科書は使用しないが，毎回の講義ごとに資料を配布し，それに基づいて講義を行う。
【参 考 書】水文・水資源ハンドブック（朝倉書店）
【予備知識】確率統計解析及び演習（ ➘ 回生前期）、水理学及び演習（ ➘ 回生後期）を履修していること

が望ましい。
【そ の 他】オフィスアワーは設けない。質問などがある場合は，本部教員 ➮ 椎葉 ✃ については工学部 ➴

号館 ➘✲➬❨➘ 室を訪れること。防災研究所教官 ➮ 池淵・寶・立川 ✃ については，講義時にコンタクト方法
を伝える。

☞✍✌✓✒✖✙



地球工学科

水理水工学 ❁✗❃✢❁✪%✪❂
❺✄⑩✄❋✗❇❊❖✪●✗▼✼✷❬❍✭❩✧❖✪❄✸❋❏❺✄⑩✓❋✓❇❊❉✓❋✓⑩✄❄✸❖✰❵❞✷❬❍✭❩
【配当学年】✔ 年前期 【担 当 者】禰津・中北・牛島
【内 容】水工学における流体力学的側面のうち，流れの基礎方程式，境界層理論および乱

流理論の初歩をわかりやすく講述する．また，大気中の水の流れを理解するための基礎を
様々の観点から講述する．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

概説 ✎ 水理学・流体力学の発展史を概説する．

境界層理論の
基礎 ✒ ポテンシャル流理論の破綻から境界層理論の出現と確立，境

界層近似等を講述する．
境界層理論の
応用 ✎ 境界層理論の水工学への応用を講述する．

流体力 ✎ 物体に働く流体力，せん断応力を講述する．

乱流理論の入
門 ✎ 乱流理論の初歩を平易に講述し，非線形力学のおもしろさを

考える．
水文気象学基
礎 ✒ 鉛直方向の大気の安定・不安定から降雨生成の基礎に至る，

水蒸気を含む大気の基礎を講述する．

大気境界層入
門 ✎

地球温暖化と関連して重要な大気境界層の基礎，特に水面や
陸面と大気との間の運動量，熱，水蒸気の交換について観測
例を交えて講述する．

回転流体力学
入門 ✎ 低気圧発生理論の基礎等，回転する地球をめぐる大気の力学

（気象力学）の基礎を講述する．

管路・開水路の
非定常流 ✘

管路非定常流の基礎方程式を導き、その応用例を解説する。ま
た各種の保存則から開水路非定常流の基礎方程式を誘導し、特
性曲線法や有限体積法を用いてダム破壊流れや洪水流の解析に
応用する。さらに、近年行われている大規模なコンピュータを
用いる自由水面流れの ✔ 次元計算法とその応用例も紹介する。

【教 科 書】禰津家久・冨永晃宏「水理学」，朝倉書店， ✒✪★✪★✖★✗❼
【参 考 書】１．参考書：禰津家久「水理学・流体力学」，朝倉書店，✎✢✦✪✦✖✙ ，２．小倉義光「一

般気象学」（東京大学出版会）
【予備知識】水理学の履習を前提とする．
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる ❼

☞✍✌✓✒✪✛



地球工学科

海岸環境工学 ➨✪➫❳➨✢%✩➩( )✢➵✩➾➅-✱➵✩➺✏➪♥➚✰5✰➻➙➳⑨)✢➚✖;✠➹❳➚✲-✱➵✩➺✸➪♥➚✖@✢➻➽➚☎➹❊➹❊➳⑨➻➽➚☎@

【配当学年】➱ 年前期 【担 当 者】酒井（哲） E 後藤
【内 容】最初に最近の海岸に関する社会問題について技術者倫理を含めて紹介する。ついで、海浜

変形、流砂、漂砂，海浜流、海の波の変形、予知、不規則波に関して、次にノリ不作問題の話題か
ら海岸生態系に関して、さらに関西国際空港建設の話題から、波の力、津波、高潮、潮汐、海底地
盤の波浪応答に関して述べる。成績評価は平常点と期末試験によって行う。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

話題１ ➬ 海岸に関する最近の社会問題を技術者倫理を含めて紹介する。

海浜変形 ➬ 海岸侵食など海浜変形の実態について述べる。

漂砂（移動床水
理）、海浜変形機
構

➱ 海浜変形を起こす海底土砂の移動機構および海浜変形機構を説明す
る。

海浜流 ➬ 海の波によって海岸付近で発生する沿岸流について述べる。

伝播に伴う海の
波の変形 ➘ 海浜流を引き起こす海岸付近での海の波の水深変化による変形機構

を説明する。
海の波の予知、
不規則波 ➬ 海岸にやってくる海の波が風によって発生、発達する機構を説明す

るとともに、不規則な波の工学的扱いについて述べる。

海岸生態系 ➬
有明海でのノリ不作問題を例として、海域環境問題を紹介する。海
域環境問題のうち、特に海岸での生態系と開発行為の関連及び人工
干潟、人工磯浜について述べる。

構造物に働く波
の力 ➬

関西国際空港建設事業を紹介して、設計で考慮しなければならない
外力の重要性を述べる。特に海の波が構造物に及ぼす力に関して述
べる。

構造物による海
の波の変形、津
波、高潮、潮汐

➬ 構造物による波の変形、構造物に関係する他の外力として津波、高
潮、潮汐に関して概説する。

海底地盤の波浪
応答 ➬ 海の波によって海底地盤がどのような応答をし、その支持力にどの

ような影響を与えるかを概説する。

【教 科 書】酒井哲郎著：海岸工学入門（森北出版）、必要に応じて資料配布
【参 考 書】なし
【予備知識】水理学及び演習（ ➘ 年後期）を履修していることが望ましい
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けないが、担当教員室（工学部５号館 ➘✢➘✭➷ 、➘✩➘✢➘ 室）を訪れること

☞✍✌✓✒☎✜



地球工学科

土質力学 ➇⑦➇ 及び演習 ➨✪➫❳➩✢(✩➩*✰,✢➻➽➺✝1✈➹❊➼❈7☎➵✩➚☎➻➽➼❳➾❝=❅=⑦➵✭➚✄➲②➪✵➶✪➹❊➳⑨➼❳➻➽➾❅➹❳➾

【配当学年】➱ 年前期 【担 当 者】井合・大津・岡・関口・木村・西山
【内 容】土の圧密現象、地盤内応力、土の破壊理論、構造物に作用する土圧、基礎と支持力、斜面

安定、地盤の振動特性の各問題について、これらに対する数理的な取り扱い方法について説明する。
また、演習問題を用いて各種地盤構造物の基礎的な設計手法の理解をはかる。成績評価は、期末試
験、中間試験、レポート等を総合的に勘案して行う。（期末試験 ❮✩➷ 点、中間試験＋レポート＋小試
験等で ➱ ➷ 点、合計 ➬■➷✢➷ 点満点）

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

圧密 ➘ 土の圧密現象の数理的解析手法、粘土の圧密特性を測定する試験法、
粘土地盤の地盤改良原理について、演習問題を用いて説明する。

地盤内応力 ➬ 各種荷重が地表面に作用する際の地盤内応力伝播の弾性解について、
演習問題を用いて講述する。

変形・強度と破
壊理論 ➘

土のせん断強度とそれに及ぼす間隙水の影響について説明し、三軸
試験と有効応力経路について詳述する。さらに、演習問題を利用し
て土の破壊理論についての理解をはかる。

土圧 ➘ 擁壁等の地盤構造物にかかる土圧の発生機構とそれを解析的に取り
扱う手法について演習問題を用いて説明する。

中間試験 ➷✪N ➴

基礎と支持力 ➬✢N ➴
構造物基礎の構造と分類、ならびに基礎を設計する際の基本的考え
方を講述した後、フーチングに代表される浅い基礎と杭に代表され
る深い基礎それぞれの支持力の計算手法について演習問題を用いて
説明する。

斜面安定 ➘ 斜面破壊の発生機構を解説するとともに、安定した斜面を設計する
ための解析手法について演習問題を用いて説明する。

地盤の振動特性 ➬ 地震時の地盤振動特性と地盤の液状化現象の発生機構について解説
し、地震時の地盤構造物の被害について事例を用いて説明を行う。

地盤と社会基盤 ➬ 地盤工学全般に関して総括的な解説を行う。また、技術者倫理に関
連する事例について解説する。

【教 科 書】岡二三生著：土質力学（朝倉書店）。演習問題集 ➮⑧➘ 回生後期の土質力学 = 及び演習で配布
したものを用いる）。その他、必要に応じて印刷物を配布。

【参 考 書】柴田徹、関口秀雄共著 R 地盤の支持力 ➮ 鹿島出版会 ✃ ，岡二三生著：土質力学演習（森北
出版）

【予備知識】土質力学 = 及び演習（ ➘ 回生後期）
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けない。本部教員については各教員室（岡 T✧❐ ➱ ➘ 室、木村 T❤➬❨➴✭❐

室、西山 T ➱ ➴❨❐ 室、いずれも工学部 ➴ 号館）を訪れること。本部以外の教員（井合・大津・関口）に
ついては、講義時にコンタクト方法を伝える。

☞✍✌✓✒✪✣



地球工学科

土質実験及び演習 ➉✭"❊➉■➋■➊➞✸➟✢+✰→⑨➎➃↕➙3✍→⑨↔❨➍➃➛✵:■↔✠➌✭:■↕➙➓✄➔✡→⑨➑➅➣✲➒❳↔✞↕➙➑⑨➛H➒❳↔✞➝✡➞✸➟✢→⑨➎➃➑⑨↕➙➛➏→✱➛
【配当学年】L 年前期
【担 当 者】勝見・岸田・木村・小高・澤田（純）・西山・三村・稲積・乾・上原・木元・小林（俊）・飛田・本田
【内 容】各種地盤構造物を設計する際に必要となる地盤ならびに土質に関する情報を得るための調査・試験法を

実習により習得させる。実験内容は，土質力学 ➜ 及び演習 ➡❀➠ 年後期 ➢ を復習する形で行われるとともに，土質
力学 ➜➏➜ 及び演習（ L 年前期）とも一部連動して行われる。また，平行して土質力学の演習も行い，より深い理
解を促す。成績評価は，レポートと平常点により行う。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

ガイダンス・講義：
土質実験概論 ➤ 土質実験の必要性，背景となる理論体系，データの利用法等について，実際

の土構造物の設計等を例にして説明を行う。
実験：
物理試験 ➤ 塑性・液性限界試験による粘土のコンシステンシー特性の測定を行い，土の

物理特性の評価法に関する理解をはかる。
実験：
締固め試験 ➤ 突固めによる土の締固め試験を行い，土の締固め特性，ならびに試験結果の

実施工への応用についての理解をはかる。
実験：
透水試験・透水模
型実験

➤
定水位透水試験を行うことにより，土中の水の流れがダルシーの法則に従う
ことを確認し，土の透水係数の測定法の理解をはかる。また，地盤内浸透に関
する模型実験を行い，浸透水の流れに関して可視化を通して理解を深める。

実験：
圧密試験 ➤

実地盤から採取した自然堆積粘土を用いて標準圧密試験を行い，粘土の圧密
特性を確認するとともに，粘土地盤の圧密沈下予測に必要となる土質パラ
メータの計測手法を習熟させる。

実験：
一軸圧縮試験 ➤ 自然堆積粘土試料を用いた一軸圧縮試験を行い，土のせん断破壊現象の観

察，ならびに試験より得られる土質パラメータの意味の考察を行う。
実験：
一面せん断試験 ➤ 砂の一面せん断試験を行い，土の強度の拘束圧依存性，ならびに破壊基準と

して摩擦則が成立することを確認させる。

実験：
地盤調査 S✁! T 標準貫入試験と弾性波探査試験を実施し，測定方法の理解をはかるとともに

試験から得られる地盤パラメータの意味とその地盤構造物の設計・施工への
応用について考察させる。

実験：
遠心模型実験 S✁! T 遠心模型実験装置を用い，遠心場での再現される実スケール地盤の破壊現象

についての理解を深める。

演習問題 ➧
土構造物の設計に際して行われる土質実験とそこから得られる土質パラメー
タの設計上での利用方法を理解するための演習問題を行うことにより，土質
実験の位置づけを明確にする。

特別講演 ➤ 土質実験の現場適用事例等の講演により，土質実験の位置づけについて理解
と認識を深める。

【教 科 書】地盤工学会編 ➦ 土質試験－基本と手引き－（初回の講義・ガイダンスで販売する）。その他，必要に応
じて印刷物を配布。

【参 考 書】地盤工学会編 ➦ 土の試験の方法と解説
【予備知識】土質力学 ➜ 及び演習（ ➠ 回生後期）

土質力学 ➜➏➜ 及び演習（ L 回生前期）とは一部連動して行う。
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けない。本部教員については各教員室を訪れること。防災研究所教員について

は，講義時にコンタクト方法を伝える。

☞✍✌✓✒✪✦



地球工学科

社会システム計画論 ❁✪❂✪✇✪✇✖❂
❛❘▼❬❖✰❄✗❄✸✷✼❄✗❙❞❖✰❄2❋ ❹ ❖✰❄✸❖✪❙✪❚✭❵❞❚✩❄✖❆✧❉✰❫❘❧✄❉✓❍❨✷❬❖✰▼♥❧✓⑩✄❩✱❆❈❚✩❵▲❩
【配当学年】✔ 年後期 【担 当 者】岡田・萩原
【内 容】地球工学が対象とする社会基盤整備計画・マネジメントの役割とこれをシステム

ズアプローチにより科学的に支援する方法について講述する．また実例に即してグループ
学習やフィールドワークも交えて、受講者の理解を深める。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

概 　　　論 ✎ 計画の対象としての社会システム，社会基盤整備の目的 ➈ プ
ランナーの役割・使命と計画者の技術者倫理

社会基盤整備
計画 ✎ インフラストラクチャ・社会資本・社会基盤・公共財の特徴

と役割，社会システムの整備状況
計画プロセス
とシステム分
析

✒ 計画プロセス，システム分析の循環過程 ➈ 計画数理とシステ
ム分析技法 ➈ 経済学モデル ➈ 社会学的アプローチ

問題の明確化 ✘ 問題の明確化の目的，ＫＪ法，ＩＳＭ法 ➈ グループ学習

調 　査 　法 ✒ 調査の目的，社会調査法，多変量解析技法 ➈ フィールドワーク

予 　測 　法 ✎ 予測の目的，予測技法

設 　計 　法 ✎ 設計の目的，代替案の設計，数理分析的アプローチ

ま 　と 　め ✎ 評価の目的，評価技法の概要，社会システム計画の今後の課題

【教 科 書】土木計画システム分析 ➄ 現象分析編 ➄☛✾ 森北出版 ✹
【参 考 書】都市環境と水辺計画（勁草書房）
【予備知識】確率統計学の基礎 ➈ 数理分析の基礎
【そ の 他】成績評価は出席を前提に ➈ レポート（ ✘✖★ ％）と定期試験（ ✛✪★ ％）の割り合いで行

う。オフィスアワーは特に設けないが、講義時に教員へのコンタクト方法を伝える。

☞✍✌✄✔✖★



地球工学科

基礎環境工学 ➇⑦➇ ❁✗❃✢❁ ✂ ❂
④✗●✗❄*❋✗❖✰❵❞❚✭❄☎❆❳❖✰▼✵◗❘❄✄❾✄✷❀❇❈❉✖❄✗❵❞❚✭❄☎❆❊❖✪▼✝◗❝❄✗❙✪✷❀❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✗❙✈✤✱✤
【配当学年】✔ 回生前期 【担 当 者】森澤、新苗、福中
【内 容】 　地圏環境の管理に焦点を絞り、環境基準等による管理体制、わが国における汚

染の歴史と現状、土壌・地下水の汚染機構とその特色、汚染評価のためのモデル、汚染の
調査法や土壌修復技術について講述する。各種浄化修復技術について実際の浄化修復事例
を紹介しながら、その原理、特徴および問題点について解説する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

地圏環境管理
の課題 ✎

　わが国の土壌・地下水汚染の歴史的経緯と現況について紹
介すると共に、これらの問題にわが国がどのように対処して
きたか、環境基準値の設定や法的規制の現況、将来の課題等
について紹介する。

土壌・地下水の
汚染機構とそ
の特色

✒
　土壌・地下水汚染の特色をその支配機構の視点から整理す
る。土壌汚染の機構と地下水汚染の機構の相違を説明した後、
主として地下水汚染が有する特色を整理する。主要な汚染の
支配機構別に、有害物質の輸送特性を整理する。

汚染評価モデ
ル ✔

　浅い地層および地下水層を対象に、地層の特性や地下水の
存在形態など、地圏環境を工学的に理解する上で必要な地層・
地下水に関連する基本量について解説する。地下水汚染を評
価・解析するための数学モデル（移流分散モデル）を誘導し、
その解法について講述する。市街地土壌を対象に、その汚染を
解析・評価する数学モデル（確率モデル）について講述する。

土壌・地下水汚
染の調査と対
策

✎ 　土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の調査・分析法及び汚染
対策の特色や問題点を技術的な側面から解説する。

土壌・地下水汚
染の浄化修復
技術

✔
　重金属等および揮発性有機化合物で汚染された土壌・地下水
の原位置浄化修復技術、オンサイト／オフサイト方式による
浄化修復技術の原理、特徴および問題点について解説する。

移動現象論へ
の展開 ✔

　地圏環境の有害物質による汚染のみでなく、熱や運動量の
輸送現象を含めて統一的に評価・解析する工学的方法につい
て概説すると共に、実現象への適用例を示し、地圏環境管理
のための新しい方法について講述する。

【参 考 書】森澤眞輔編著：土壌圏の管理技術、コロナ社 ✾➃✒✰★✪★☎✒✪✹
【そ の 他】講義への出席状況、レポートおよび定期試験の結果に応じて成績を判定する。当

該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる。

☞✍✌✄✔✸✎



地球工学科

大気・地球環境工学 ➨✪➫❊$✞➩✩➩✄ (⑨*✠,✢➾✆☎✖0☎➹❊➳⑨➻➽➼❡➵✩➚✄➲ < ➺➽,✁✝✄➵✭➺✝➪✵➚✰C✪➻➙➳⑨,✩➚☎*✠➹❳➚✲(✱➵✩➺✸➪✵➚☎I✩➻J➚✖➹❳➹❊➳⑨➻➽➚☎I

【配当学年】➱ 年前期 【担 当 者】松岡 　譲・藤原健史

【内 容】大気汚染の歴史、その原因と防止の技術、大気中における汚染物質の拡散及び化学的変化
のメカニズムなどについて基礎的知見を講述する。次いで、地球環境問題に関し、その変遷を述べ、
地球温暖化問題やオゾン層破壊などを紹介する。さらに、これらに密接な関わりを持つ問題として、
エネルギー消費と環境問題の関わり、地球規模水問題を取り上げ、こうした地球規模の諸問題に対
処するための国際機関、政府などの役割について論ずる。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

大気汚染問題 ➘ 世界、日本における大気汚染の歴史的事件、現在の大気汚染問題、
大気汚染物質の健康影響、大気汚染防止に関する法律

大気汚染の防止
技術 ➬ 大気汚染物質の排出源と排出レベル、発生抑制技術と排ガス処理装置

大気汚染のメカ
ニズム ➬ 煙の上昇、拡散、反応、沈着の各現象とモデル

大気環境アセス
メント ➘ 大気環境アセスメントの手法、具体例

地球環境問題の
見取り図 ➬ 地球環境の変化、ストックホルム会議からヨハネスブルグサミットへ

地球温暖化問題 ➘ 地球温暖化のメカニズム、京都議定書、温暖化対策

その他の地球環
境問題 ➬ オゾン層破壊、酸性雨、海洋汚染、開発途上国の環境問題

エネルギー消費
と環境問題の関
わり

➬ 人類とエネルギー、エネルギー消費、ライフサイクルアセスメント

地球規模水問題 ➬ 地球規模の水収支、水資源と消費、安全な水供給と衛生施設

地球環境保全
のための国際機
関、政府などの
役割

➬ 環境ガバナンス、政府、企業、人々の役割

【教 科 書】プリントを配布する
【参 考 書】公害防止の技術と法規編集委員会：公害防止の技術と法規（大気編）（産業環境管理協会）、

地球環境委員会：地球環境キーワード辞典（中央法規）

【予備知識】特に必要としない
【そ の 他】成績評価は理解度を確かめる毎回のレポートによって行う

☞✍✌✄✔☎✒



地球工学科

水質学 ❁✪❂✖❸✪❁✪❂✞ ❖✰❆❈❚✩❇✠✟❤●✸❖✰▼❀✷2❆⑨⑩
【配当学年】✔ 年前期 【担 当 者】藤井（滋）・津野・山田（春）
【内 容】より快適な水環境を保全し，創造し，健全な社会生活を営む上で，利水の立場か

ら水質をどのように把握し，どのように表示するか，また制御可能かどうかなどが問題と
なる。本講義では，水の物性並びに利水目標を勘案しつつ，活用されている水の質を示す
指標群を列挙し，それぞれのもつ意義や意味を論じ，測定方法、指標としての限界や問題
点を講述する。成績は、原則、期末試験の結果で評価する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

水質と指標 ✎
局所水域あるいは地球規模の広域水域の汚濁問題など水環境
における水の質の指標群を，水の物性，環境基準，各種利水
目的の水質基準などから概観する。

物理指標群 ✒ 主として物理的操作によって把握される指標群，例えば水温，
濁度，密度，❧✗❧ ，✡☛❧✗❧ ，吸光度，透明度などについて概述する。

化学指標群 ✘
化学的分析によって定量される指標群で，❽ ❦ ，✯✐❦ ❽ ，① ❦ ❽ ，
A❡➄❅❣ ，A❡➄➅❛ ，アルカリ度あるいは硬度，ミネラルなどを始め，
陽イオン・陰イオンについて講述する。

生物指標群 ✘
人の健康に係わる水系伝染病関連指標や自然生態系での細菌，
植物プラクトン，並びに動物プランクトンなどの働きを口述
し，それぞれの指標と意味を論ずる。また湖沼・海域の富栄
養化に係わる指標群について論述する。

有毒・有害物 ✒ 急性毒性並びに慢性毒性を生じさせる物質群について，毒性
自体の測定法並びに各物質の毒性特性を概述する。

【教 科 書】宗宮功・津野洋著「環境水質学」（コロナ社）
【予備知識】環境生物・化学（２年後期）を履修していることが望ましい。
【そ の 他】オフィイスアワーは特にもうけない。環境質制御研究センター教員（藤井）に

ついては、講義時にコンタクト方法を教える。本部教員については各教員室（津野 ✒✰✔✖★ 号
室、山田 ✒✪✔✖✒ 号室、いづれも工学部５号館）を訪れること。

☞✍✌✄✔✖✔



地球工学科

環境装置工学 ❁✪❂✖❸ ✂ ❂
◗❘❄✄❾✄✷✼❇❊❉✪❄✸❵✈❚✩❄☎❆❊❖✰▼✝❛❘▼❬❖✰❄☎❆✐◗❘❄✸❙✪✷❀❄✗❚✭❚✩❇❈✷❀❄✗❙
【配当学年】✔ 年前期 【担 当 者】武田・高岡
【内 容】この講義では，環境保全に果たす環境装置の位置づけおよびこれに共通する工学

的手法について述べる．流体の輸送，伝熱などの移動現象の取扱から粒子状物質の沈降や
ろ過，脱水，汚泥，廃棄物の乾燥や燃焼，ガスの吸収，吸着などの単位操作の原理と応用
について講述し，水，固体，ガスの各廃棄物処理装置の設計原理と設計法を説明する．成
績評価は、期末試験、小試験、レポート等を総合的に勘案して行う。（期末試験 ✛✪★ 点、小
試験 ☛ レポート等で ✘✖★ 点、合計 ✎✩★✪★ 点満点）

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

序論 ✎
環境施設に関連した過去の事故例をもとに、技術者倫理につ
いて解説する。次いでご超　楡澆鮃柔　垢訝碓盟犧遒肇轡好
謄爐粒詰廚鮟劼戞ぜ，い 単位系と環境衛生工学で用いる量の
扱いについて講述する。

流体の輸送と
流量の測定 ✒ 環境装置で扱う流体輸送装置の原理と設計について述べ，管

路流量の測定ならびにばいじん測定について述べる。
粒子状物質の
扱い ✒ ばいじん，汚泥などの粒子状物質の性質を明らかにし，濃縮，

ろ過，脱水，ばいじん除去装置の原理と設計について述べる。
水分を含んだ
空気の性質 ✒ 湿り空気の諸性質について述べ湿度図表の使い方に習熟する。

熱の移動 ✒ 伝熱の理論を説明し，環境装置における応用を述べる。

汚泥乾燥装置・
焼却装置 ✒ 汚泥乾燥装置・焼却装置の計画と設計について述べる。

排ガス処理装
置 ✒ 気液平衡・気固平衡理論を述べ，硫黄酸化物等の排ガス吸収・

吸着装置の設計と実際について述べる。

【教 科 書】なし
【参 考 書】平岡正勝、田中幹也著：新版 　移動現象論（朝倉書店）水科篤郎、桐栄良三編：

化学工学概論（産業図書）

【予備知識】移動現象論、水理学及び演習を前提としている。
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる。 オフィスアワー

は特に設けない。メイルまたは電話で連絡の上、各教員室（武田 ✔✗✎✩✣ 号室、高岡 ✔✖✒✖✒ 号
室、いずれも工学部 ✙ 号館）を訪れること。

☞✍✌✄✔✪✘



地球工学科

放射線衛生工学 ❁✪❂✖❸✪%✪❂
⑥✐❖✪❋✗✷✼❉✖▼✼❉✖❙✪✷❬❍✭❖✰▼✝5✐❚✢❖✰▼✼❆❈❺ ◗❘❄✸❙✪✷❀❄✗❚✭❚✩❇❈✷❀❄✗❙
【配当学年】✔ 年後期 【担 当 者】森澤
【内 容】放射線の性質，放射線と物質との相互作用，放射線が人体及び生物に及ぼす影

響，被曝線量限度，放射線の遮蔽，放射線被曝源，放射性廃棄物の処理と処分，放射線防
護の方法，放射線環境モニタリング，環境放射能とその影響評価法等に関する工学的諸問
題について講述する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

放射線と放射
能 ✒

放射線衛生工学の目的と体系，定義，講義内容の構成，放射
線関連の今日的課題について概説する。また，原子核が崩壊
し放射線を放出する機構，原子核の安定性，放射線の種類と
エネルギー，崩壊系列等について講述する。

放射線と物質
の相互作用 ✒

α線，β線，γ線と物質の相互作用の機構と特性，原子核反
応，崩壊図，放射化分析の原理等について講述する。また，
γ線の遮蔽，遮蔽材の種類と厚さ，電離放射線による外部被
曝線量評価の方法等について講述する。

放射線の生物・
人体影響 ✒

放射線が生物に与える影響の機構を ❽ ❣❤☞ ，細胞，固体レベ
ルから解説する。人体に対する放射線影響を分類整理し，放
射線防護の考え方，被曝限度値とリスク，被曝限度値設定の
方法，法律による規制値等について講述する。

放射線被曝源
と放射性廃棄
物管理

✒
人間が放射線を被曝する源を整理し，被曝の特色と程度，被曝
の形態，被曝源の相対的重要度などについて講述する。将来的
に人々の主要な被曝源になる可能性がある核燃料サイクル関連
の放射性廃棄物の発生量と貯蔵量，処理と処分の方法，各国及
び日本の廃棄物管理政策，将来の見通し等について講述する。

放射線の管理
と防護 ✒

放射線障害の歴史，放射線疫学の方法，放射線防護のために
使用される指標とそれらの意味，放射線管理の枠組み，放射
線管理の指針，個人及び空間の放射線管理，管理用機器等に
ついて講述する。

環境放射能管
理 ✔

放射線環境モニタリングの目標，安全評価の基本的考え方，
原子力施設周辺のモニタリングの実態，食品等を介しての内
部被曝線量を評価する方法，簡易被曝線量評価法について講
述する。放射性フォールアウトの環境内循環を評価する事例
を紹介し，環境中での放射性核種の動態を解析・評価する方
法について論じる。

【参 考 書】石川友清編 ❻ 放射線概論 ✾ 通商産業研究社 ✹
✾ 社 ✹ 日本アイソト－プ協会 ❻ アイソト－プ手帳 ✾ 丸善 ✹

【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる。

☞✍✌✄✔☎✙



地球工学科

環境工学実験 ☞ ❁✗❃✩✇✸❃✩❂
◗❘❄✄❾✄✷✼❇❊❉✪❄✸❵✈❚✩❄☎❆❊❖✰▼✝✯❡✷✼❉✖▼✼❉✖❙✪⑩ ❖✪❄✸❋ ① ❺✗❚✭❵❞✷❬❩⑨❆❊❇❈⑩✖➈✗♠♥❖✰◆✏❉✪❇❳❖✲❆❊❉✪❇❊⑩
【配当学年】✔ 年前期
【担 当 者】津野・藤井（滋）・山田・日高・永禮
【内 容】生物学的及び化学的水質指標に関する基礎的水質試験を実施し，上下水道及び水

質汚濁に係わる定量的な分析手法を体得させる。さらに，基礎的な微生物培養や水質調整
操作についての実験及び実習を課する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

基礎説明 ✙
調査，単位，計量，データ処理の説明の後， R S 計，吸光度
計，天秤の操作を習得し，実験のための試薬を分担作成し，
さらに実験を通して生じた重金属含有廃液を処理する。

無機指標 ✘ 水試料のアルカリ度，アンモニア性窒素，水試料および活性
汚泥中のリン，水中の ❧✗❧ ，蒸発残留物量の測定を習得する。

有機指標 ✒ 生物化学的酸素要求量 ✾⑧✯✐❦ ❽ ✹ ，化学的酸素要求量 ✾ ① ❦ ❽ ✹ の
測定を通して水環境試料中の有機物濃度を把握する。

生物指標 ✒
湖沼に棲息する生物を顕微鏡によって観察し，湖沼の汚染度
を検討するとともに，細菌汚染を知るための一般細菌および
大腸菌群の試験方法を習得する。

【教 科 書】
【参 考 書】環境水質学（コロナ社）

☞✍✌✄✔✖✛



地球工学科

地質工学及び演習 ❁✗❃✢❂✍✌✪❂
◗❘❄✗❙✖✷✼❄✸❚✭❚✭❇❊✷❀❄✗❙❞❑☛❚✩❉✪▼❀❉✪❙✖⑩ ❖✰❄✸❋❜◗❲❱✓❚✭❇❳❍❨✷❬❩❈❚✩❩
【配当学年】３年前期 【担 当 者】青木・松岡（俊）・山田・水戸
【内 容】講義及び演習によって，岩盤構造物建設・防災分野，化石燃料を始めとする資源

開発分野における地質工学の役割，地殻及び岩盤の調査・試験・計測・情報処理の考え方
と方法ならびに評価法についての理解を図る．また，地質工学の新しい分野として，地下
発電所，石油・エネルギー備蓄，放射性廃棄物処分等を目的とした地下空間開発，ならび
にメタンハイドレートなど海底資源開発に関わる地質技術の適用について概説する．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

序論 ✎
岩盤構造物の建設・防災分野，化石燃料を始めとする資源開
発分野における地質工学の役割と適用について事例を交えて
概説し，講義及び演習のねらいを明確にする．

地質概査・地質
精査 ✔

初期段階における地質概査の方法と考え方を文献調査，地形
図・空中写真判読，リモートセンシング，地質踏査，物理探
査などについて解説する．また，調査結果の集約としての地
質図の作成と読図法について解説し，地質図学及び地質図作
成法について習得させる．さらに，ボーリング調査，横坑調
査，物理探査など中間段階における地質精査の方法について
解説し，ボーリングコア鑑定技術について習得させる．

岩盤試験法と
評価法 ✒

原位置岩盤試験のうち平板載荷試験・原位置せん断試験，及
び岩盤透水試験について解説し，データ解析法について習得
させる．また，その結果の工学的評価法及び設計・施工への
適用について解説する．

岩盤不連続面
計測 ✎ 岩盤の不連続面の調査・評価・モデル化・解析方法について

解説し，計測及びモデル化の手法について習得させる．

地質構造解析 ✎ 小断層解析によって応力場を推定する方法や，地質構造の形
成過程について解説する．

地下空洞建設
における地質
調査・計測・岩
盤評価及び設
計・施工法

✒
地下空洞建設における物理探査，孔内載荷試験，透水試験な
どの地質調査・試験法，及び岩盤の計測・管理技術について解
説する．また，岩盤評価及び設計・施工に関わる地質工学の基
礎技術について事例を交えて解説するとともに，ケース・スダ
ディにより地下空洞の調査計画及び設計技術を習得させる．

地下資源開発
における探査・
計測

✒
石油・天然ガス探査を例に，地震探査記録の解釈，坑井デー
タの利用法，地下地質構造解析，石油地質評価，埋蔵量評価
などについて解説する．

地質情報解析 ✎ 地球統計学の応用と評価法について解説する

【予備知識】基礎地質学を前提としている．
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる ❼

☞✍✌✄✔✄✜



地球工学科

弾性学及び演習 ❁✪❂✸❃✎✌✪❂
④✗●✗❄)❋✗❖✰❵❞❚✭❄☎❆❳❖✰▼✵6✧❺✗❚✩❉✪❇❊⑩ ❉✰❫⑦◗❘▼❬❖✪❩✱❆❈✷❬❍❨✷✼❆⑨⑩❏❖✰❄✸❋❜◗❲❱✓❚✩❇❊❍✭✷❀❩❈❚✩❩
【配当学年】✔ 年前期 【担 当 者】斎藤・朝倉・村田
【内 容】弾性学の基礎と資源工学で取り扱う弾性学の問題に重点をおき、応力とひずみ、

変位、これらの間に成立する関係式、弾性基礎式と境界条件式、応力関数による２次元問
題の解析などについて講述し、演習を行う。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

弾性学につい
て

✎ 弾性学が目的とするもの、力学体系の中の弾性学の位置、弾
性学の歴史、弾性学の前提となる仮定などについて述べる。

応力、ひずみ、
変位 ✣

弾性問題の記述に用いられる応力、ひずみ、変位についてそ
れらの定義、座標変換、各種の表現法、ひずみと変位の関係、
応力とひずみの関係とそれに用いられる各種の弾性定数、極
座標系での表現などについて講述し、これらの事項に関する
演習を行う。

弾性基礎式と
境界条件 ✛

弾性問題を解くための弾性基礎式となる応力の釣合式、変位
の方程式及び適合条件式、また境界条件式を導き、これらを
解く一般的な手順について述べる。また、サンブナンの原理
や弾性問題の解の唯一性、極座標系での弾性基礎式の表現な
どについて講述し、これらの事項に関する演習を行う。

応力関数によ
る２次元問題
の解析

✙
☞♣✷✼❇❊⑩ の応力関数を用いた、体積力が作用しない２次元問題の
応力と変位の解析法を示し、平面重調和関数となる応力関数
を用いて、ｘｙ座標系での種々な応力関数とそれらが表現で
きる境界条件について述べ、演習を行う。

極座標系での
応力関数によ
る解析

✙
極座標系で記述された２次元問題への応力関数の適用と、応
力と変位の解析法を示し、極座標系の平面重調和関数となる
応力関数を用いてそれらが表現できる境界条件について述べ、
演習を行う。

体積力を伴う
場合の解析 ✒ 体積力を伴う場合の解析法について述べ、演習を行う。

【教 科 書】中原：応用弾性学（実教出版）
【予備知識】微分積分学、線形代数学を前提としている。
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる ❼

☞✍✌✄✔✖✣



地球工学科

流体力学 ❁✗❃✢$✪❸✪❂
④⑤▼✼●✗✷❬❋ ❹ ❚✩❍❳❺6❖✰❄✗✷❬❍✭❩
【配当学年】３年前期 【担 当 者】宅田・藤本
【内 容】流体力学の基礎的事項全般
【授業計画】

項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

非粘性流体の
基礎理論 ✔

流体と流れの定義，連続方程式，オイラーの運動方程式，流
線方程式，運動量方程式，流体の変形と回転，エネルギー方
程式，循環の定義

二次元ポテン
シャル流と渦
の運動論

✔
速度ポテンシャル，流れ関数，複素ポテンシャル，複素ポテン
シャルの応用例，ジュコフスキーの写像，流れの写像，循環と
円運動，渦とその法則，直線渦の渦内部と外部の速度と圧力

揚力論の基礎 ✔
揚力の発生機構，ブラシウスの公式，循環をともなう円柱の
まわりの流れ，平板に作用する揚力とモーメント，円弧翼お
よび厚さをもつジュコフスキー翼の揚力

粘性流体の基
礎理論 ✘

粘性流体の概念，粘性係数，粘性流体の応力表示，ナビエ・
ストークスの運動方程式，運動方程式の無次元化，レイノル
ズ数とフルード数の物理的意味，レイノルズ数の小さい円管
内流れと平行流のナビエ・ストークス方程式の厳密解

【教 科 書】八田夏夫：基礎流体力学（恒星社厚生閣）
【予備知識】微分積分学，物理学基礎通論Ｉ
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる ❼

☞✍✌✄✔✖✦



地球工学科

物理化学 ❁✗❃✢$✪$✪❂
❛❘❺✄⑩✓❩✱✷❬❍✭❖✪▼ ① ❺✗❚✭❵❞✷❬❩⑨❆❊❇❈⑩
【配当学年】✔ 年 前期 【担 当 者】福中
【内 容】この講義では地球環境科学や資源エネルギー科学分野あるいは材料プロセス分野

などで見られる化学平衡、反応熱、相平衡、自由エネルギーの概念、電気化学、化学反応
速度などの物理化学基礎理論について講述する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

熱力学第一法
則および第二
法則

✘
熱力学第一法則、仕事と熱の定義、エンタルピー、状態量、
理想気体への第一法則の適用について説明する。さらに可逆
過程と不可逆過程、第二法則、カルノーサイクル、エントロ
ピー、自由エネルギーの諸項目について解説する。

状態変化、状
態図と化学平
衡

✔
相図と相境界、溶液、化学ポテンシャル、活量について説明
する。また、相律と２成分系状態図について解説する。更に、
自発的な化学反応について述べ、平衡定数を導入する。平衡
定数の温度変化やエリンガム図について述べる。

平衡電気化学
と水溶液イオ
ン平衡

✔
溶液中のイオンの熱力学的性質、イオンの活量、❽ ❚✩◆✄⑩✪❚❨➄❅F✐●I❍❳➀✪❚✭▼
の極限法則、化学電池、標準還元電位、溶解度積と溶解度に
ついて述べる。水溶液イオン平衡などに関して適宜、プリン
トをも使用する。

化学反応速度
論と動的電気
化学

✔

イオン輸送と拡散、輸率について触れた後、化学反応速度論
の初歩について述べる。均一系反応と不均一系反応の違い、
反応次数、積分型反応式、半減期、アレニウス式、律速段階、
定常状態について説明する。衝突理論、活性錯体、◗❝⑩☎❇❊✷❀❄✗❙ 式、
ラングミュアー吸着等温式、電気化学ポテンシャル、過電圧、
✯❡●✓❆❊▼✼❚✩❇✱➄✏✡❲❉✪▼❀❵❞❚✭❇ 式について簡単に触れる。

【参 考 書】アトキンス物理化学（上）（下）第 ✛ 版，千原秀昭、中村亘男訳，東京化学同人
✾➃✒✰★✖★✗✎✢✹ を中心に講義を進める。材料関係に興味があればラゴーニ ❻ 材料の物理化学 ✤ 、✤✱✤
　寺尾光身監訳、丸善 ✾✱✎✩✦✪✦✖✛✖✹ を参照 　

【そ の 他】分離工学や地球工学デザイン ✤❅◆ と継続して受講することが望ましい

☞✍✌☎✘☎★



地球工学科

資源工学基礎計測 ❁✗❃✩✇✖❸✪❂
✤❅❄✸❩✱❆❈❇❊●✗❵❞❚✭❄☎❆❊❖✰❆❈✷❀❉✪❄❪✯❡❖✖❩✱✷❬❍✭❩❡✷❀❄ ◗❝❖✰❇❈❆❈❺❪⑥✍❚✢❩✱❉✖●✗❇❊❍✭❚✩❩✧❖✰❄J❋✉◗❝❄✗❚✭❇❊❙✪⑩❏❧✓❍✭✷✼❚✩❄✸❍❨❚✖➈✸♠♥❖✪◆J❉✖❇❊❖✰❆❈❉✖❇❈⑩✖❼
【配当学年】✔ 年前期
【担 当 者】芦田，斉藤，朝倉，菅野，塚田，村田，真田，李
【内 容】資源工学上の室内実験やフィールド実験を行うための基礎として，計測にかかわ

る基本的な知識と技術の習得を目的とする。力学にかかわる基礎的な実験と資源工学に関
係した応用的実験を自ら行いながら，測定の基本的事項，計測機器の原理と取扱い方法，
データ採集と解析の方法などについて学ぶ。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

抵抗の測定 ✔

基礎実験：「金属試料の導電率測定」
　✎✞✹✍✒ 点測定と ✘ 点測定
　✒✖✹ ディジタルボルトメータ
　✔☎✹ 標準偏差，確率分布と検定
応用実験：「岩石試料の比抵抗と含水率との関係」

ひずみの測定 ✔

基礎実験：「片持ち梁のたわみ測定」
　✎✞✹ ひずみゲージ，ブリッジ回路
　✒✖✹ 静ひずみ計，ひずみアンプ（直流）
　✔☎✹ 最小二乗法
応用実験：「円孔周りのひずみ状態の解析と理論解との比較」

加速度の測定 ✔

基礎実験：「片持ち梁の振動測定」
　✎✞✹ 加速度計（圧電型，ひずみゲージ型），周波数応答
　✒✖✹ オペアンプ，ひずみアンプ（交流）オシロスコープ
応用計測：「ディジタル計測の基礎」
　ナイキスト周波数，スペクトル解析（ ④⑦④⑤b ）

超音波の測定 ✔
基礎実験：「岩石試料の超音波伝播速度の測定」
　✎✞✹ 超音波変換子
　✒✖✹ デジタルオシロスコープ（トリガーと同期）
応用実験：「層構造モデルによる屈折法探査の基礎実験」

【教 科 書】その都度プリントを配布する．
【参 考 書】南茂夫他「はじめての計測工学」（講談社サイエンティフィック）
【予備知識】「物理学基礎論 ☞ ，✯ 」「振動・波動論」「一般力学」「構造力学 ✤ および演習」「物

理探査学」などの講義を履修しておくことが望ましい．

☞✍✌☎✘J✎



地球工学科

資源工学地化学実験 ➨✪➫❊$✞&✩➩) ➹❳,✲➼✱0☎➹❊2✠➻5➾➅8❅➳❅➯②➪❿➶✍☎✓➹❊➳⑨➻➽2✠➹❳➚✲8

【配当学年】➱ 回生前期
【担 当 者】✄ ：青木，芦田，松岡，菅野，山田，真田，水戸，陳 　　E ：新苗，日下，福中
【内 容】✑ ✄✓✒ 地質・探査関連分野 　✑内容 ✒ 資源工学では野外におけるデータの収録作業や、観察作

業が必要となる。これらの知識を学ぶために、探査部門と地質工学部門より以下のような２つの野
外実習を行う。 ➮➅➬❨✃ 物理探査法の基礎である、屈折法探査計測と電気探査計測並びにデータ解析法、
➮⑧➘✢✃ 地質工学で必要となる地質巡検などについて学ぶ。 本授業は野外での実習であるため、天候な
どによっては、内容・授業時間の変更（例えば、土日曜日などの正規割り当て時間外での実施）も
あり得る。 　✑ E ✒ 環境・資源エネルギー関連分野 　✑内容✒ 環境、資源エネルギー関連分野では ➮➅➬■✃
分離精製技術として浮遊選別実験、 ➮⑧➘✢✃ 化学分析実験を行うと共に、 ➮ ➱ ✃ 水素エネルギーシステムに
関連した基礎実験を行う。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

✑ ✄✔✒ 地質・探査関
連分野 計 ❮
➬■✃ 屈折法探査計
測実験 ➘ 鴨川河原での野外実習とデータ解析

➘✩✃ 電気探査法計
測実験 ➘ 鴨川河原での野外実習とデータ解析

➱ ✃ 地質図講義 ➬ 地質図、地形図の判読と地質巡検に必要な知識の講義

❐✞✃ 地質巡検 ➘ 地質巡検地は担当教官によって決定する。候補地：大文字山（花崗
岩と接触変成作用の学習）

✑ E ✒ 環境・資源エ
ネルギー関連分
野

計 ❮

➴✩✃ 浮遊選別基礎
実験 ➘

単独あるいは混合粉末試料に試薬を添加して浮遊選別の基礎実験を
行う。ζ電位の ☎✖➭ 依存性を測定する。固体試料の粉砕を行い、粒
度分布を検討する。

❒✢✃ 化学分析実験 ➘ 浮遊選別等の分離性評価及び土壌・地下水中の物質濃度測定の基本
となる原子吸光分析など、主として機器分析実験を行う。

❮✩✃ 水素エネル
ギーシステム基
礎実験

➘ 太陽電池、水電解及び燃料電池からなる水素エネルギーシステムの
基礎実験を行う。

❰✢✃ 総合討論 ➬ ➴✖✕➃❮✢✃ の実験について測定誤差やデータのまとめ方などについて総合
討論する。

【そ の 他】✑ ✄✓✒ 前提：「物理探査学」「地球科学序論」（２回生科目）；連携：「地質工学および演習」「波
動工学」（３回生科目）発展：「時系列解析」（４回生科目） ✑ , ✒ 連携：「物理化学」「分離工学」「基
礎環境工学 -❅- 」（ ➱ 回生科目）「地球工学デザイン -✗✝ 」（ ❐ 回生科目）

☞✍✌☎✘✄✒



地球工学科

先端資源エネルギー工学 ❁✗❃✩✇✪✇✖❂
☞♣❋✓❾✲❖✪❄✸❍❨❚✢❋✉⑥✍❚✢❩✱❉✖●✗❇❳❍❨❚✩❩✍❖✪❄✸❋❜◗❘❄✗❚✩❇❈❙✖⑩ ◗❘❄✗❙✖✷✼❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✸❙
【配当学年】✔ 回生 後期
【担 当 者】齋藤、芦田、青木、松岡、朝倉、宅田、馬渕、福中
【内 容】地球人類の持続可能な発展に関わる地球学システムにおける資源・エネルギー、

インフラストラクチャーおよび人間・自然環境に関するメインシステムの開発、構築およ
び適用についての先端技術を講述する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

地殻環境 ✎ ～ ✒ エネルギー関連分野への地下空間の利用及びデザイン技術に
ついて

地質工学 ✎ ～ ✒ 資源エネルギー開発及び社会基盤建設、環境保全、防災等を
対象とした地質工学について

地殻開発 ✎ ～ ✒ 資源開発技術および地下空間利用のための地下空間システム
及び構造設計について

物理探査 ✎ ～ ✒ 各種探査データを用いた地下内部の可視化技術について

計測評価 ✎ ～ ✒ 資源開発及び地下空間開発のシステム化のための計測評価技
術について

資 源 エ ネ ル
ギーシステム ✎ ～ ✒ 新資源エネルギーシステム構築に資するエコマテリアルとそ

のリサイクルについて
資 源 エ ネ ル
ギープロセス ✎ ～ ✒ 資源・エネルギープロセスのシミュレーション技術について

宇宙資源エネ
ルギー ✎ ～ ✒ 太陽光発電 ✘ 水素エネルギーシステム及び宇宙資源エネルギー

工学について

【教 科 書】なし
【参 考 書】なし
【そ の 他】各講義ごとのレポートにより評価する

☞✍✌☎✘☎✔



地球工学科

学外実習 ❁ ✂ ❂✪❂✪❂
❧ $ ❉✰❆♣)*❇❊❖✪✷✼❄✗✷❀❄✗❙
【配当学年】３年後期 【担 当 者】担当教員
【内 容】社会基盤施設の整備に取り組む国，地方公共団体，公団，公社および各種民間企

業などの諸機関において，構造工学，水工学，地盤工学，計画学，環境工学などの地球工
学の方法論や考え方を，実際への適用例を通して習得させる．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

構造工学，水
工学，地盤工
学，計画学，環
境工学に関わ
る実習

✙
構造物の力学特性およびその合理的設計を実現する構造工学
の方法論，水工構造物の設計の基礎となる水の力学および水
文学，土・岩盤の特性および地盤構造物の設計の基本的考え
方，各種社会資本整備を合理的に計画する方法論，環境工学
の役割などを実際への適用例を通して習得させる．

【予備知識】構造力学，水理学，土質力学，計画システム分析および基礎環境工学等の基礎科
目を前提としている．

【そ の 他】当該年度の受入機関などに応じて実習内容を決める．
夏期休暇中の約１ヶ月間

☞✍✌☎✘✖✘



地球工学科

空間情報学 ❁✗❃✩✇✚✌✪❂
❑☛❚✭❉✖✷✼❄✓❫❴❉✖❇❈❵▲❖✰❆❈✷❬❍✭❩
【配当学年】✔ 年後期 【担 当 者】田村（正）、立川
【内 容】国土や環境に関する空間情報を収集・管理・分析する先端的な技術について解説

する。特に、地理情報システム、衛星リモートセンシング、ディジタル写真測量に焦点を
当てる。ローカルな詳細情報およびグローバルな広域情報の収集・解析手法と、その環境
や防災等の分野における利用例を、最新のデータと研究成果を含めて解説する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

空間情報学概
説 ✎

空間情報学の意義と役割、地球工学との関わり、空間情報学
を支える先端技術（リモートセンシング、地理情報システム、
ディジタル写真測量等）について概説する。

地理情報シス
テム ✘

地理情報の数理表現手法と地理情報システムについて解説す
る。 ✾✱✎✢✹ 地図投影法と座標系、標準地域メッシュコード、 ✾➏✒✪✹
数値地理情報の数理表現手法と地理情報システム ✾➃❑☛✤✱❧✗✹ 、✾⑧✔✖✹
数値地形モデル、✾❴✘✄✹ 空間情報の分析手法とシミュレーション
手法。地球工学分野での応用例を多数紹介し理解を深める。

リモートセン
シング ✛

衛星センサによって地表面の情報を収集・解析するリモート
センシング技術について説明する。（ ✎ ）リモートセンシング
の基礎、（ ✒ ）観測センサ、（ ✔ ）リモートセンシングデータの
入力と表示、（ ✘ ）画像データの補正、（ ✙ ）画像分類、（ ✛ ）リ
モートセンシングの応用。授業と並行して実際に衛星画像の
解析を演習問題として行い理解を深める。

ディジタル写
真測量 ✒

ディジタル写真測量の基礎理論について解説する。講義内容
は、ステレオ写真の幾何学的特性と三次元計測、多重撮影写
真の評定要素の同時決定と空中三角測量、オルソ画像作成な
どである。

【教 科 書】必要に応じて適宜資料を配付する。
【参 考 書】日本リモートセンシング研究会「図解リモートセンシング」日本測量協会、村井

俊治「空間情報工学」日本測量協会、森忠次「改訂版測量学２応用編」丸善
【予備知識】情報処理及び演習（ ✎ 年後期）、確率統計及び演習（ ✒ 年前期）、測量学及び実習
（ ✔ 年前期）を履修していることが望ましい。

【そ の 他】疑問点があれば講義中に積極的に質問すること。教員室（田村（正）：工学部 ✙ 号
館 ✎✢★✰✘ 号室、立川：防災研究所 ❽ ✘✸✎✞✜ 号室）を訪れても良い。成績は、期末試験、レポー
ト、出席を総合的に考慮して評価する。

☞✍✌☎✘✄✙



地球工学科

構造実験・解析演習 ❁✗❃✩✇ ✂ ❂① ❉✪❵ * ●✓❆❊❚✭❇✐❛❝❇❈❉✖❙✪❇❳❖✰❵❞❵❞✷✼❄✗❙✈❖✰❄✸❋❜◗❲❱ * ❚✭❇❊✷✼❵❞❚✩❄✖❆✍❉✖❄❪❧☎❆❊❇❈●J❍■❆❈●✸❇❊❖✪▼ ❹ ❚✩❍❳❺J❖✰❄✗✷❬❍✭❩
【配当学年】✔ 年後期
【担 当 者】田村・西村・五十嵐・宇都宮・清野・白土・杉浦・大島・小野・高橋・八木・吉川
【内 容】「構造力学Ｉ及び演習」「構造力学 ✤✱✤ 及び演習」で学んだ理論の体験的理解と応

用力の向上を目的として、構造物や部材の力学特性の検討に必要となる、構造実験におけ
るひずみ・たわみ・振動等の計測と、マトリクス構造解析を行うための計算機プログラミ
ングの基礎と応用を習得し、実験と計算機演習を通じてその理解を深める。成績評価は、
実験・演習への参加状況と課題レポートを総合的に勘案して行う。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

序論 ✒
構造実験／計算機解析の意義と役割について述べ、講義で学
んだ構造力学と構造実験および計算機解析との関係や、実際
の構造物の破壊の事例などについて説明する。

実験 ✎✩★
構造模型実験の手法と計測技術の基礎を講述するとともに、
片持ちばりの静的載荷実験および振動実験、実験結果の処理
と解釈・考察を通じて構造力学の理論の理解を深める。また、
実験・解析技術の応用事例について学ぶ。

解析 ✣

トラス・はり・ラーメン構造などを対象としたマトリクス構
造解析法を取り上げ、剛性マトリクスの算出や剛性方程式の
構成の手順と解法、実際的な数値解法や数値解析における留
意点等について説明するとともに、計算機を用いたプログラ
ミング演習を行う。

実験解析 ✛
計算機解析演習において作成したプログラムを用いた構造解
析により実験結果を検証し、構造物の力学的挙動とその検証
の考え方に関する総合的な理解を深める。

【教 科 書】授業中に配布する。
【予備知識】構造力学Ｉ及び演習、構造力学 ✤❈✤ 及び演習 の知識を前提とする。
【そ の 他】オフィスアワーは各教員別に設定し、時間・連絡方法は授業時に伝達する。

☞✍✌☎✘☎✛



地球工学科

コンクリート工学 ❁✪❂✖❯✪❸✪❂① ❉✪❄✸❍✭❇❈❚✭❆❈❚✡◗❘❄✗❙✖✷✼❄✸❚✭❚✭❇❊✷❀❄✗❙
【配当学年】✔ 年後期 【担 当 者】宮川豊章・服部篤史
【内 容】鉄筋コンクリートやプレストレストコンクリート構造の基礎理論およびはり・柱

などの部材の設計方法について講述する。
　成績評価は、数回の小テスト、期末試験等を総合的に勘案して行う ✾ 小テスト ✔✪★ 点、期
末試験 ✜✰★ 点、合計 ✎✩★✖★ 点満点 ✹ 。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

概説 ✎ コンクリート構造物の種類・特長など。

設計の基本 ✒ 各種の設計法、安全係数など。

構造用材料 ✎ コンクリート、鉄筋、高分子材料の力学的挙動など。

付着・定着 ✒ 付着・定着について、一般的挙動、耐力、例題など。

曲げ・軸力 ✒ 曲げ・軸力について、一般的挙動、耐力、例題など。

せん断・ねじり ✒ せん断・ねじりについて、一般的挙動、耐力、例題など。

ひび割れ・たわ
み ✒ ひび割れ・たわみについて、一般的挙動、耐力、例題など。

その他 ✎ その他のトピックス。

期末試験 ✎ 定期試験期間中に行う。

【教 科 書】小林和夫 ❻ コンクリート構造学 ✾ 森北出版 ✹
その他、資料を配布する。

【予備知識】第 ✒ 学年において構造力学 ✤ 及び演習を，また第 ✔ 学年前期において材料学を履
修しておくことが望ましい。

【そ の 他】オフィスアワーは特に設けない。随時、各教員室 ✾ 宮川 ✘E✎✩★ 号室、服部 ✘E✎✢✒ 号室、
いずれも工学部 ✙ 号館 ✹ を訪れること。

☞✍✌☎✘✓✜



地球工学科

耐震・耐風・設計論 ➨✪➫✜✛✢➩✩➩➪♥➵✭➳❅,⑨.✣✢✰➸☎➵✩2✞➹✧➵✩➚✄➲✥✤ ➻➽➚✄➲ ; ➹❳➾❅➻➽➾➅,✱➵✭➚☎➼❳➹✍B✭CDE✰,❅➳⑨➸☎➼❈,⑨➸✖➳⑨➹❳➾ H ➵✩➚☎➲ ; ➹❳➺J➵✭,⑨➹■➲✈E✰,❅➳⑨➸☎➼❈,⑨➸✖➳✱➵✩➺ M ➹❳➾❅➻➽N✩➚▲P✵➳⑨➻➽➚✖➼❳➻✦☎☎➺➽➹❳➾
【配当学年】➱ 年後期 【担 当 者】家村・松本（勝）・澤田・杉浦
【内 容】土木構造物の使用性・安全性に関わる設計の基本的諸問題について講述する。特に、環境

荷重として地震荷重、風荷重を対象に、地震の発生メカニズムと地盤振動の特性、自然風の特性と
強風の成因等に基づく荷重の確率・統計的評価法、設計地震スペクトル・設計風速の決定過程、お
よび地震・強風による構造物の動的挙動とその限界状態に重点を置いてその設計論を講述する。ま
た、死荷重、活荷重、温度荷重等も含む各種設計荷重の組み合わせの基本的考え方、構造物の保有
性能を規定する各種限界状態とその評価法、要求性能とその設計フォーマット、信頼性設計と最適
設計、機能性・美しさ・環境との調和等の各方面とも関連付けて概説する。成績評価は、期末試験、
レポート等を総合的に勘案して行う。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

土木設計論の概
説 ➬

土木設計学の概要について説明する。設計の概念と意義、土木設計
の対象、土木構造物の特徴と要求条件、設計の流れ、力学設計、多
段階決定過程、設計システム、制御系等について解説するとともに、
設計表現の意義と役割、設計の表現方法について概説する。また、
技術者倫理に関する事項・事例について解説する。

荷重概説 ➱
土木構造物の設計に当たって考慮すべき荷重の種類、特徴、分類に
ついて述べ、各々の荷重の特徴とそれらの定量的表現法について講
述する。特に、地震荷重、風荷重を取り上げ、不規則性の高い荷重
の統計的性質とそれらの特性値について論述する。

地盤振動および
構造物の地震応
答

➘
地震の発生メカニズムと地盤震動の特性に基づいて、地震動の大き
さを評価する方法について解説する。また、構造物の地震応答特性
の評価に必要な１自由度系の運動方程式およびその解法について説
明する。さらに、弾性設計法・弾塑性設計法について詳述する。

自然風の特性お
よび構造物の空
力弾性挙動

➘
自然風の特性、強風の成因を説明し、構造物の設計風速決定に関わ
る諸因子を述べ、その決定過程を詳述する。また、種々の幾何学的
形状を有する構造断面に生じる様々な空力弾性挙動（渦励振、ギャ
ロッピング、フラッター、バフェッティング等）の種類とそれらの
発生機構を説明する。

構造物の限界状
態および信頼性
解析

➱
構造物の使用性限界、終局限界、疲労限界などの各種限界状態およ
びその解析法について概説する。また、荷重と構造物の強度の両者
のばらつきを考慮した安全性の評価手法に関して、許容応力度設計
法、部分安全係数設計法等の設計フォーマットについて詳述する。

耐震設計，耐風
設計，最適設計
および機能・景
観設計

➱ 種々の構造物（長大橋を含む）の耐震設計、耐風設計、最適設計、
機能・景観設計の現状と課題について説明する。

【教 科 書】授業中に講義資料を配布する。
【予備知識】確率・統計解析及び演習、波動・振動学、構造力学 U 及び演習、構造力学 U❅U 及び演習、流

体力学
【そ の 他】オフィスアワーは、各教員別に設定し、時間・連絡方法は授業時に伝達する。

☞✍✌☎✘☎✣



地球工学科

河川工学 ➨✢➩✭$✞&✩➩
( ➻➽+✞➹❊➳❝➪✵➚☎4✢➻➽➚✖➹❳➹❊➳⑨➻➽➚☎4

【配当学年】➱ 年後期 【担 当 者】細田・竹門（防）
【内 容】河川の治水、利水および自然環境機能とそれらを有効に発揮させるための科学技術を主題

とし、川を見る視点、生態系も考慮した近年の河川環境変化とその要因分析、様々な河川流と河床・
河道変動予測法、河川・湖沼生態系、近年の水害の特徴、流域計画（治水・河道・環境計画、貯水池
計画、総合土砂管理）、河川構造物などを内容とする。成績評価は、期末試験、講義中の小テスト、
レポートを総合的に勘案して行う．（おおよそ期末試験 ❰✢➷ 点，レポート試験 ➘✩➷ 点で合計 ➬■➷✩➷ 点満点）

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

概説，川と流域
をみる ➬ 川を見る視点，世界の川と日本の川，いろいろな河川景観

川と流域の形成
過程及び近年の
河相変化

➬ 日本列島の誕生と流域の形成過程に関する基本的事項，近年の河川
環境変化とその要因分析

降水，水循環と
流出現象（１） ➬ 気象に関する基本的事項，降水の観測と解析、水文統計，洪水の流

出過程と流出解析
降水，水循環と
流出現象（ ➘ ） ➬ 気象に関する基本的事項，降水の観測と解析，水文統計，洪水の流

出過程と流出解析
河川流と河床・
河道変動（ ➬ ） ➬ 様々な川の流れ，河川洪水流シミュレーション，川の中の砂の波

河川流と河床・
河道変動（ ➘ ） ➬ 土砂輸送に関する基本的事項，河川地形の分類，河床・河道変動解析

水域生態系の構
造と機能（１） ➬ 生物群集の分布現象

水域生態系の構
造と機能（２） ➬ 生態系における生物間相互作用

水域生態系の構
造と機能（３） ➬ 河川・湖沼生態系の物質循環

近年の豪雨災害
と治水計画 ➘ 近年の豪雨災害の事例，流域計画策定のプロセス，治水計画策定の

手順，氾濫解析とハザードマップ，超過洪水対策と総合治水
河道計画及び利
水・水環境計画 ➘ 中小河川の諸問題と河道計画，河川環境計画，正常流量設定の手順，

貯水池・湖沼の水環境
総合土砂管理・
河川構造物 ➬ 土砂の生産・貯留・流出，総合土砂管理，土砂災害対策，堤防、護

岸・水制、床止め、地下河川等の機能

おわりに ➬ 講義内容のまとめ

【教 科 書】教材はプリント配布。
【予備知識】予備知識として水理学、水文学の基礎知識を必要とする。
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けないが，必要に応じて各教官室で対応する．（細田 ➘✰➬■❒ 号室，防

災研究所の竹門も同 ➘✲➬■❒ 号室で対処する．）

☞✍✌☎✘☎✦



地球工学科

水資源工学 ➨✢➩✩➨✢$✩➩✤❪➵✭(⑨➹❊➳ - ➹❳➾❅1✢➸✪➳⑨➼❳➹❳➾❝➪✵➚☎:✢➻➽➚✖➹❳➹❊➳⑨➻➽➚☎:

【配当学年】➱ 年後期 【担 当 者】小尻・椎葉・堀
【内 容】水資源の価値および開発・配分計画、管理、保全に関する方法論について、工学的に講述

する。原則として成績評価は期末試験で行い、 ➬■➷✢➷ 点満点中 ❒✩➷ 点以上で合格とする。
【授業計画】

項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

概説 ➬ 水資源工学の目的、対象と課題

日本・世界の水
資源概要 ➬

地球上の水分布と循環、日本および世界における水資源の時・空間
分布、水資源賦存量等

水需要の把握と
予測 ➬ 日本および世界の水需要特性、水需要の調査法・予測法

水資源開発の手
段とその特性 ➬

貯水池・堰、海水の淡水化、流況調整河川、蒸発抑制、廃水の利用
など種々の水資源開発手段とその特性

水資源開発の効
率と限界 ➬ 河川表流水の開発に関する量的な効率、投資効率、開発量の限界

利水計画の策定 ➘ 利水安全度、目的の競合、多目的計画法

流域シミュレー
ション ➬ 水循環モデル（水量・水質）、流域管理の概念とその目的

水資源システム
の管理 ➘ 計画と実管理、計画予知と管理予知、貯水池運用の最適化（洪水・渇水）

気候変動と地球
温暖化 ➬ 気候変動が水資源の存在に及ぼす影響とその予測

持続可能な水資
源計画 ➬

持続可能な水資源の開発と管理、水資源システムの持続可能性の評
価指標

➘✲➬ 世紀の水資源 ➬ 最近の研究動向の紹介

【教 科 書】特に指定しない。
【参 考 書】池淵周一：水資源工学、森北出版、 　中澤弌仁：水資源の科学、朝倉書店
【予備知識】水文学基礎、計画システム分析 E 及び演習を習得していることが望ましい。
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて，一部省略・追加もしくは項目の順序の変更がありうる。

なお、オフィスアワーは特に設けないが、質問等は授業時または教官室で受け付ける ➮ 事前にアポイ
ントメントを取ること、コンタクト方法は初回講義時に伝える ✃ 。

☞✍✌✓✙✪★



地球工学科

水理実験 ✧✆★✪✩✬✫✆★✭✯✮✖✰✲✱✴✳✶✵✲✷ ✸ ✹✆✺✼✻✲✽✾✳✶✿✁❀✶✱✴✳❂❁❃❀✶✱❄✮
【配当学年】❅ 年後期
【担 当 者】禰津・細田・石垣 ❆ 防 ❇ ・後藤・牛島・岸田・角・堀・市川・沖・原田・山上・武藤（防）・馬場（防）・浜口（防）・堤（防）
【内 容】水理実験および水理計測方法について概説し、水工学上の基礎的現象である管路・開 水 路流れ、波動、浸透流、密度

流、流体力、土砂流送の水理現象に関する実験を行う。 これらの実験で見られる流れとその作用の面白さを通して、水理現象を
理解させる。成績評価は、実験への参加態度および実験レポート等を総合的に勘案して行う（実験への参加態度等の日常学習の
評価 ❈❂❉ 点、実験レポートの評価 ❊❂❉ 点、合計 ❋✬❉❂❉ 点満点）

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

水理実験の概説 ❋ 水理実験の目的、内容などについて概説し、技術者倫理に関連する事例について解説する。

水理計測器の概説 ❋ 水理実験で用いられる計測器について、測定の方法、機器とその 原理等について説明する。

実験項目１ ● ４ ❈ 下記の  から ✭ の８項目のローテーション制
レポート指導 ❋ 第 ❅ ～６回の実験に対してレポート作成の指導を行う。
実務上の諸問題解説 ❋ 水理現象に関連する実務上の問題を解説し、必要に応じて見学会等の機会を提供する．

実験項目５ ● ８ ❈ 下記の  から ✭ の８項目のローテーション制
レポート指導 ❋ 第９～１２回の実験に対してレポート作成の指導を行う。

 ❇ 層流・乱流の遷移
と管路抵抗則

❆❍❋✪❇ 管路における層流と乱流のパターンを染料注入法で確認する。ま た、層流では ✭■✳❂❏✶❑✆▲◆▼❖✣❀❂✸ ✺✴❑✆✵✎✸ ✷ ✷ ❑ 流れ、乱流で は ❖S✱❃✳❂▲✎✰✖❁❃✷ ▼◆◗❘✳❂✱❃❙❚✳❂▲ 流れとなることを抵抗則の面 から検
討する。❯ ❇ 開水路流れの流

速分布と水面形
❆❍❋✪❇ 開水路流れにおける水面形および流速分布等を計測し、等流の抵 抗則、流速分布に関

する理論と比較する。また、水路勾配が変化 する水路での水面形を測定し、一次元解
析法による理論の検証を 行う。❱ ❇ 水平路床上の跳

水現象
❆❍❋✪❇ 最も基本的な水平路床上の跳水現象を取り上げ、現象自体の把握 とその一次元解析に

よる理論値と実験値との比較検討を行う。❲ ❇ 波の伝播と浅水
変形

❆❍❋✪❇ 一様水深部を伝播する波の波形、波速および水粒子の軌道、振幅 を測定する。ついで、
これらの諸量と微小振幅波理論による計算 値とを比較する。さらに、斜面上での砕波
高と砕波水深を測定し 、従来の砕波に関する実験式と比較検討する。

❳ ❇ 浸透流・地下水 ❆❍❋✪❇ 細管網モデル及び ✭■❑✆✷ ❑ ●❍❨✖❩ ✳✆❬ モデルを用いた実験により、定常浸透流の把握を行う。
あわせて、細管網モデルを用いた実験により、河川への基底流出（非定常浸透流）現
象の実験的把握を行う。❭ ❇ 密度流 ❆❍❋✪❇ 密度流による輸送現象を理解するため、密度流フロントの流下速 度やフロント後方に
おける等流部の流れに関する抵抗則について 検討する。❪ ❇ 円柱に作用する

流体力
❆❍❋✪❇ 開水路流れの中に置かれた円柱の表面に作用する圧力分布を計測し、非回転流理論と

の比較を行う。また流れの可視化を行い、カル マン渦の周期特性等を計測する。✭ ❇ 流砂現象 ❆❍❋✪❇ 掃流砂を対象に、砂粒子の移動限界、流砂量および動的・静的平 衡勾配に関する計測・
観測を行い、従来の理論式や経験式との比 較検討を行う。

【教 科 書】水理実験指導書 ❫ 京都大学工学部地球工学科 　水理実験担当グループ ❆ 無料配布 ❇
【参 考 書】禰津家久 ❫ 水理学・流体力学 ，朝倉書店 ❆❄❋✬❴✶❴❂❵ 年 ❇
【予備知識】水理学 ❛ 及び演習
【そ の 他】一部の実験項目については、京都大学防災研究所宇治川オープンラボラトリー ❆ 京都市伏見区 ❇ で行う。オフィスアワー

は特に設けないが、実験実施時に各教官へのコンタクトの方法を伝える。宇治川水理実験所 ❆ 京都市伏見区 ❇ で行う。

☞✍✌✓✙✗✎



地球工学科

地盤環境工学 ❁✗❃✢❸✗❃✩❂
❑☛❚✭❉✄❚✭❄✄❾✄✷❀❇❈❉✖❄✗❵❞❚✭❄☎❆❊❖✪▼✝◗❝❄✗❙✪✷❀❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✗❙
【配当学年】✔ 年後期
【担 当 者】井合・大津・大西・岡・嘉門・勝見・木村・小高・西山
【内 容】　地盤環境工学は，本来広範かつ学際的である地盤工学を特に環境との接点で注

目した工学で、人類の生活環境および地球環境を念頭に，環境の創生・保生・再生の観点
を重視しつつ，多様な環境に関わる学問を援用・統合して，地盤の有する特性を駆使しな
がら環境への様々なインパクトを最小限にするための予測並びに問題を解決し，新たな環
境を創造するための工学と位置づけられる。講義では、軟弱地盤対策、防災地盤工学、環
境地盤工学等について解説する。「軟弱地盤対策」では、地盤改良や道路工学に関連する
事項について解説する。「防災地盤工学」では、地震災害、地盤の振動と液状化、斜面災
害について、「環境地盤工学」では、地下水と地盤環境、土壌・地下水汚染、廃棄物処分
とリサイクルについて解説する。成績評価は、期末試験ならびにレポート等の平常点を総
合的に勘案して行う。（期末試験 ✜✲★ 点、平常点 ✔✪★ 点、合計 ✎✩★✪★ 点満点）

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

軟弱地盤対策 ✔
地盤改良や道路工学について講述する。地盤改良については、
原理、分類、適用等を説明する。道路工学については、道路
の構造・システムを中心に説明する。

防災地盤工学 ✙ 斜面災害、液状化のメカニズムとハザードマップ、地震災害
と液状化の対策、等を講述する。

環境地盤工学 ✙ 地下水環境、土壌・地下水汚染、廃棄物の処分とリサイクル
について、メカニズム、対策技術等を講述する。

期末試験 ✎ 定期試験期間中に行う。

【教 科 書】必要に応じて印刷物を配布。
【参 考 書】講義時に指定する。
【予備知識】土質力学 ✤ 及び演習（ ✒ 年後期）を履修していることが望ましい。
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けない。本部教員については各教員室（岡 ❽ ✘☎✔✖✒ 室、嘉

門 ❽ ✎✞✜✲✘ 室、勝見 ❽ ✎✞✜✰✔ 室、いずれも工学部 ✙ 号館）を訪れること。防災研究所教員（井
合）については、講義時にコンタクト方法を伝える。

☞✍✌✓✙✖✒



地球工学科

岩盤工学（土木工学コース ❜ ➉✭"■"❊%■➊❝ '✩➑✼❞♣➞,↔❢❡■↕➙↔✞→⑨→⑨➎➃↕➙↔❢❡
【配当学年】5 年後期（土木コース） 【担 当 者】大西，大津，岸田
【内 容】地下空間の利用やエネルギー開発・交通網の整備を目的としたトンネル，ダム，斜面などの岩盤構造物

の設計・施工方法を述べる．地質構造とその分類，岩盤や岩石の力学特性に関する基本的事項，調査・試験法，
岩盤内地下水の挙動についてビジュアル教材も用いて解説する．成績評価は，期末試験（ ➥■7

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

岩盤工学概観 ➤
地盤工学という体系の中で地質との関わりが深い岩盤工学の位置づけ，内
容，適用範囲，具体的なダム・トンネル・地下構造物などの岩盤構造物につ
いて解説する．また，岩盤構造物の挙動予測のための解析を行うためにどの
ようにモデルを作るか，また数学的にどのように解くのかを述べる．

地下空間の利用 ➠
岩盤工学の適用分野で最も今日性の高いものに地下空間の利用がある．都市
域および山間部での地下空間の開発計画，地下の環境，デザイン，空間開発
の技術について実例を示して解説する．さらに，地下石油備蓄や放射性廃棄
物の空洞処分など利用用途に伴う問題点や対策法について実事例を紹介しな
がら解説を行う．

地質学と岩盤工学 ➤ 岩盤工学を学ぶ上で知っておくべき地質学の基礎を説明する．鉱物や岩石の
名前，組成，地質構造，地形などについての理解を深めさせる．

岩石及び岩盤の力
学特性 ➤ 岩石の強度・変形特性とそれらを求めるための実験方法と結果の解釈の方法

を理解させる．つぎに，岩盤と岩石の違い，不均質性・異方性，寸法効果に
ついて説明する．

不連続面の性質と
表記法 ➤ 断層・節理など不連続面の力学的，水理学的特性を説明し割れ目ネットワー

クのモデル化について理解させる．5 次元的に分布している不連続面の表記
法としてのステレオ投影法を演習で理解させる．

岩盤の調査法と試
験法 ➠

地盤構造物を設計・施工する上で用いられる地盤調査法を紹介し，その原理
について理解をはかる．地質調査から始めて，岩盤の載荷試験や孔内試験，
多くの物理探査の方法を説明すると共にデータの解釈の方法とその結果をい
かに利用するかについて解説する．さらに，初期応力の測定方法とその利用
の方法について述べる．

岩盤水理 ➤ 岩盤内を流れる地下水の挙動を把握する方法，解析の方法，環境問題との関
連について説明を行う． また，水の利用とダム工学についても述べる．

岩盤構造物 ➤ 岩盤には，ダムや橋梁の基礎，斜面が構築されるが，これら構造物を構築す
るための方法論，問題点について説明する．

山岳トンネル及び
都市トンネルの施
工

➠
トンネル掘削に伴う地山の安定問題を解説した後，山岳地域におけるトンネ
ルの施工法に関し，各種の施工法を紹介する．特に代表的な施工法である❣ :✐❤ ➔ について，その原理と施工法について解説する．一方，地下鉄，上
下水道，地下道路等に代表される都市トンネルに関し，各種の施工法を紹介
した後，代表的な施工であるシールド工法について説明する．シールド工法
に関しては，種類と用途，一般的な施工法について概説する．

大規模地下空洞の
施工および講義の
まとめ

➠ 大規模地下空洞の設計・施工法の解説を行う．可能であれば，外部講師を招いて，
岩盤工学および地盤施工に関連する話題提供を企画し，実問題への理解を図る．

【教 科 書】大西・谷本 ➦ わかりやすい岩盤力学 ➡ 鹿島出版会 ➢
【参 考 書】指定しない．
【予備知識】一般力学，土質力学 ➜ 及び演習，土質力学 ➜➏➜ 及び演習を前提としている．
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けないが，必要に応じて各教官室（大西 A 号館 5■A■➠ 号室，大津 ➧ 号館 ➧❨5❳➧ 号

室，岸田 A 号館 ➠✢➤✱➥ 号室）で対応する．

☞✍✌✓✙✪✔



地球工学科

岩盤工学（資源工学コース ❜ ❁✗❃✖❃✩❯✗❃
⑥✍❉✓❍❳➀❏◗❘❄✸❙✪✷❀❄✗❚✭❚✩❇❈✷❀❄✗❙
【配当学年】３年後期（資源工学コース） 【担 当 者】斎藤・青木・朝倉・村田
【内 容】地下空間の利用や資源開発を目的とした地下空洞、ダム基礎、斜面などの岩盤構

造物を設計する際の基礎となる、岩石や岩盤の力学特性およびその試験法、地下水の挙動
などについて解説し、岩盤構造物設計へのこれらの適用について述べる。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

岩盤工学概説 ✎
岩盤構造物の力学的設計の全体的な流れとその問題点を整理
し、岩盤工学の目的及び本講義で取り扱う範囲について述べ
る。

初期応力状態 １
掘削などの影響がない地下岩盤中の応力状態の一般的傾向お
よびその測定法などについて述べる。

岩石の力学特
性の表現と試
験法

✘
岩石の各種の物理的特性や時間依存性を含む変形特性の表現
方法について述べる。また、圧縮強度、引張強度、せん断強
度などの強度特性の表現法とその試験法、さらに三軸圧縮試
験、剛性圧縮試験などについても述べる。

強度と破壊の
基礎理論 ✔

内部摩擦角説、最大せん断応力説、応力円包絡線説、せん断
ひずみエネルギー説、❑☛❇❊✷❦❥❞❆❈❺ 理論などの破壊理論とそれに
基づく破壊条件、一般的な破壊条件とその表現、強度と破壊
の確率論的取り扱い、破壊過程などについて述べる。

岩盤の力学特
性 ✒

岩盤不連続面の定量化、原位置における岩盤試験法、岩盤の
工学的分類などについて述べた後、不連続面の強度特性、不
連続性岩盤のモデル化、およびその解析法について述べる。

岩盤中の浸透
流 ✒ ダルシーの法則、透水試験、浸透流解析法などについて述べ

る。

【教 科 書】日本材料学会編：ロックメカニクス（技報堂）
【予備知識】弾性学の履修を前提としている。
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる ❼

☞✍✌✓✙✰✘



地球工学科

都市・地域計画 ➨✢➩✭$❢✛✩➩❧❝➳✬✝✄➵✩➚✈➵✩➚☎➲ . ➹❳1✢➻➽4✢➚☎➵✩➺✏7♥➺9➵✩➚✖➚☎➻➽➚☎1

【配当学年】➱ 年後期 【担 当 者】青山・川崎
【内 容】都市計画のプロセスを述べ、都市施設計画と土地利用政策、交通政策について論じ、さら

に、土地利用・交通・環境保全・都市経済などの基礎理論とモデルを講述する。成績評価は、期末
試験を勘案して行う（青山担当 ❮✭➷ 点＋川崎担当 ➱ ➷ 点、合計 ➬■➷✩➷ 点満点）

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

都市地域計画序
論 ➬

都市・地域の理念と諸問題を示し、計画の社会的背景と必要性を認
識させる。講義で対象とする都市・地域の定義、立地、分類につい
ての基礎的な事項と計画の目的、歴史と思想について述べる。さら
に、計画者が備えるべき技術者倫理について解説する。

➮➅➬■✃ 都市計画の
立案と実施✕ 調整
とプロセス ✕❈➮⑧➘✩✃
土地利用計画
➮ ➱ ✃ 市街地開発
整備計画と都市
再開発

➘

計画の初期段階で行う調査の目的と内容、都市計画区域、市街化区
域、市街化調整区域の考え方と事例、都市計画の決定と実施のプロ
セスについて述べる。土地利用計画の意義と内容、計画制限とその
変遷について概説する。さらに、地域制に関する説明を行う。市街
地開発整備計画の基本になる新市街地の開発計画、土地区画整理、
促進区域・市街地開発事業予定区域、住区計画を説明し、都市再開
発、地区再開発、住宅再開発についての事業手法を説明する。

交通計画 ➬
交通施設計画策定の手順とその内容について解説する。基礎になる
交通需要予測モデルと交通経済学の概説、対象施設になる都市道路、
公共交通、鉄道、ターミナル施設の説明を行う。

都市モデルと理
論 ➘ 人口予測・移動モデル、経済循環・基盤モデル、産業連関分析、土

地利用モデル、都市経済学などについて述べる。

計画評価理論と
モデル ➘

政策評価・事業評価、費用便益分析、財務分析などについて述べる
と共に、消費者余剰、F♥♠ G 、トラベルコスト法、ヘドニックアプ
ローチの理論を概説する

環境問題と都市
システム ➬ 環境問題、地球環境、都市環境の今日的な課題と環境経済学的視点

からの計画策定のための要件について述べる。

都市の景観 ➘ 地域風土と都市景観、緑地・公園、景観の評価分析、都市施設の景
観設計について述べる。

法制・制度・財政
財源・費用分担
と便益

➘
建築基準法、土地区画整理法など都市地域計画を支える法律制度と、
税金や基金の制度を解説する。さらに、都市計画事業の財源、受益
と費用分担、社会的便益と便益計測モデルについて解説する。

【教 科 書】青山吉隆編 H 図説 都市地域計画（丸善）
【参 考 書】加藤晃、河上省吾著 H 都市計画概論 ➮ 共立出版 ✃
【予備知識】特になし
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けない。質疑は各教員室（青山 I✧❐✖➬❊❐ 室、川崎 I❡❐✞➷✢❒ 室、いずれ

も工学部５号館）を訪れること。

☞✍✌✓✙✖✙



地球工学科

公共経済学 ➨✢➩✎♦✁✛✩➩$✵➸✣✝✖➺)➻➽➼✐➪✵➼❳0✢➚✖0✢2✠➻➽➼❳➾

【配当学年】３年後期 【担 当 者】小林 ➮ 潔 ✃ 、多々納
【内 容】ミクロ経済学の基礎概念を習得し，社会基盤プロジェクトの事業評価の理論に関する概念

を理解させることを目的とする．このために，ミクロ経済学の基礎概念に関して比較的詳細な講義
を行うと共に，市場の機能や経済主体の行動，社会厚生の評価に関する概念を後述する．次いで，市
場の失敗について言及し，その対処法に関して説明する．その際，社会基盤の経済学的な特徴に関
して解説し，その評価の方法として一般的な費用便益分析に関して説明する．成績評価は，定期試
験，レポート，出席を総合的に勘案して行う．（定期試験： ❮✖✕➏❰ 割，レポート及び出席： ➘◆✕ ➱ 割）

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

概説及び消費者
行動モデル

➱
本講義の概説を行うと共に，消費者行動モデルについて詳述する．具
体的には，家計の選好，効用，効用最大化行動について説明したあと，
需要関数の性質，補償関数，スルツキー方程式，集計需要関数について
述べる．さらに家計の厚生測度の種類とその性質について説明する．

消費者行動の演
習 ➬ 上記３回の講義の演習を行う．

企業行動モデル ➘
企業の行動モデルの説明を行う．まず基本的な知識として，技術，
生産関数，利潤最大化行動，費用最小化行動について説明する．続
いて費用関数と供給関数についてその性質やポイントを詳述すると
共に，市場構造と企業の行動について説明する．

企業行動の演習 ➬ 上記３回の講義の演習を行う．

完全競争市場 ➬ 完全競争市場について説明を行うと共に，一般均衡分析と部分均衡
分析との違い，パレート効率性の考え方について詳述する．

外部性 ➬ 外部性の発生メカニズムやその種類，外部性の内部化方策について
説明する．

公共財 ➬ 公共財の持つ性質やサミュエルソン条件について説明する．

市場・外部性の
演習 ➬ 上記３回の講義の演習を行う．

費用便益分析 ➘
費用便益分析の考え方について費用や便益の考え方，社会的割引率
や評価指標に関して説明し，財務分析との違い，便益の計量化手法
に関して詳述する．また技術者倫理の観点からみた，事業評価のあ
り方について論述する．

【教 科 書】ハル・ = ・ヴァリアン：入門ミクロ経済学，勁草書房
【参 考 書】小林編：知識社会と都市の発展，森北出版
【予備知識】計画システム分析及び演習 ➮ 旧カリキュラムの計画システム分析 > 及び演習 ✃ を履修してい

ることが望ましい．
【そ の 他】質問等は毎週火曜日４限目の講義時間終了後（ ➬■❒✰B)➬■➴✖✕⑨➬❨❮✲B ➷✢➷ ），５号館 = 2 H ❐✞➘✩➷ の松島助手

室で受け付ける．

☞✍✌✓✙✪✛



地球工学科

交通マネジメント工学 ❁✗❃✢❸✪❯✪❂
(♥❇❳❖✰❄/❩ 1 ❉✪❇❈❆❊❖✰❆❈✷❀❉✪❄

❹ ❖✪❄✸❖✰❙✖❚✭❵❞❚✭❄☎❆✐◗❘❄✸❙✪✷❀❄✗❚✭❚✩❇❈✷❀❄✗❙
【配当学年】３年後期 【担 当 者】北村 ✾ 隆 ✹ ，吉井
【内 容】社会的、経済的活動を支える都市交通の安全と円滑を促進するための調査、計

画、運用に関する方法論を講述する．成績評価は、レポートと期末試験の結果を総合的に
勘案して行う．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

交通工学とは ✎ 都市と交通，モータリゼーションの意味したもの，交通計画，
交通工学の意義と役割

交通計画と交
通調査 ✎ 戦後の交通政策の概観，計画プロセス，計画における調査，

需要予測
交通需要予測
手法

✔ 交通需要推定の考え方，四段階推定法，ネットワーク解析，
非集計分析

交通需要マネ
ジメント ✎ 各種 ( ❽☛❹ 手法
都市交通問題
の社会心理学
的考察

✎ 何故道路混雑は解消しないのか？

道路交通流の
理論 ✔ 交通流の特性，交通流モデル，道路の交通容量

道路の設計と
計画 ✎ 道路の機能と種別，設計基準，断面構成，線形，路線計画

交差点 ✒ 交差点の種別と形状，平面交差点の交通容量，交差点の交通
処理，交通信号制御

【教 科 書】佐々木綱監修，飯田恭敬編著：交通工学，国民科学社， ✎✢✦✪✦✖✒

☞✍✌✓✙☎✜



地球工学科

交通政策論 ❁✗❃✢❸✪❁✪❂
'♥❇❳❖✰❄.❩ 0 ❉✪❇❈❆✧❛⑦❉✖▼✼✷❬❍❨⑩
【配当学年】✔ 年後期 【担 当 者】谷口栄一、中川大
【内 容】主として交通政策の枠組み・立案・実施およびその評価に関わる方法論について

述べる。今日の交通政策立案においては、モビリティや効率性のみならず、環境、アメニ
ティ、景観などの様々な要素を考慮する必要がある。また、政策立案の過程において、行
政、交通機関の利用者、民間企業、住民などの様々な利害関係者の意見を集約しながら行
うパブリック・プライベート・パートナーシップが重要になってきている。政策の評価に
ついては、各種のパフォーマンス指標を用いたベンチマーキングが実施されている。さら
に、ＩＴ（情報技術）やＩＴＳ（高度道路交通システム）などの新しい技術が開発・実用
化されつつあり、そのような新技術を活用した融合型の新しい交通システムが可能となっ
ている。一方、財政の面では公共交通事業の採算性の問題や負担の問題がある。このよう
な状況を踏まえ、✒✗✎ 世紀の交通政策のあり方について、港湾・空港・鉄道の計画、物流に
関する計画を例にとりながら、多方面から論じる。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

交通政策概説 ✎

交通政策の基
礎理論 ✔

・交通政策の枠組み 　考慮すべき要素（モビリティ、環境、ア
メニティ、景観）、交通政策の分類（規制政策、経済的政策、
インフラ整備政策）。・交通政策の立案・実施 　パブリック・プ
ライベート・パートナーシップ、パブリック・インボルブメン
ト、制度（補助金、融資、規制）、組織。・交通政策の評価手法
　パフォーマンス指標、ベンチマーキング、アウトカム指標。

技術的・社会的
背景を踏まえ
た交通政策の
展望

✘

・ＩＴ，ＩＴＳなどの新技術を活用した融合型交通 　共通情
報プラットフォーム、情報化、自動化。・公共交通の社会的
評価 　費用便益分析、財政、運賃政策。・交通環境政策 　地
球温暖化防止、環境ロードプライシング、環境モニタリング。
・規制緩和 　　規制緩和の基礎理論、規制緩和の効果と限界。

交通施設別交
通政策 ✙ ・港湾。・空港政策。・物流政策。・インターモーダル輸送。

・鉄道政策（ＬＲＴ、新交通システムを含む）。・将来展望。

【教 科 書】講義において適宜指示する
【参 考 書】講義において適宜指示する
【予備知識】交通工学と公共経済学の基礎地域を習得していることが望ましい。
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けないが，必要に応じて質問等に対応する。

☞✍✌✓✙✪✣



地球工学科

都市景観デザイン ❁✗❃✢$✪❁✪❂
❢✐❇❊◆✸❖✰❄❪❖✰❄1❋✉♠5❖✰❄✸❋✗❩❊❍✭❖ 9 ❚

❽ ❚✩❩❈✷✼❙✖❄
【配当学年】✔ 回生 後期 【担 当 者】樋口忠彦・川崎雅史
【内 容】都市施設やオープンスペース、街路や地区の景観をデザインすることは、広域な

都市、地域、自然との密接な空間のつながりを考慮し、環境との調和ある人間活動の場所
を創出することである。このような都市景観の目標像を特定し、実体的なデザイン表現を
行うための方法論を習得する。成績評価は演習課題のレポートを総合して行う。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

都市景観デザ
インの概念 ✘ ・景観デザインの目的・意義と役割・景観デザインの対象と

考え方・景観デザインの系譜（歴史的変遷、都市史）
都市景観デザ
インの技法と
プロセス

✘ ・形とスケール、図面の理解・技法とプロセス・デザインの
評価（事例）

都市景観デザ
インの表現

✙ ・景観調査の方法・コンセプト、デザインイメージの立案・
デザイン表現

【参 考 書】都市のデザイン（学芸出版）、街路の景観設計（技報堂出版）、建築設計資料１７
歩行者空間（建築設計資料研究社）、シビックデザイン（大成出版社）

【そ の 他】オフィスアワーは特に設けない。質疑は各教員室（樋口 ❽ ✘✖★✪✘ 室、川崎 ❽ ✘✖★✪✛ 室
いずれも５号館）を訪れること。

☞✍✌✓✙✪✦



地球工学科

上水道工学 ❁✪❂✖❸✰✇✖❂✞ ❖✰❆❈❚✩❇♣❧✄● 1✗1 ▼❀⑩✉◗❝❄✗❙✪✷❀❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✗❙
【配当学年】✔ 年後期 【担 当 者】伊藤（禎）
【内 容】都市供給の一つとして水道を取り上げ、これを生（いのち）を衛（まも）る具体

的技術であるとの観点から論ずる。浄水処理技術を講述するのみではなく、流域の水循環
システムにおける水道システムの位置づけ、水道水質のリスク管理手法にも重点をおき、
共に考えながら講義を進める。成績評価は期末試験、出席等を勘案して行う。（期末試験
✛✖★ 点 ☛ 出席 ✘✖★ 点、合計 ✎✢★✪★ 点満点）

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

科目概説 ✎
生（いのち）を衛（まも）る衛生工学とは何かについて論ず
る。ついで、水道工学技術はその具体例であることを述べ、
本講義の目標を示す。

流域管理と水
道システム ✒

流域の水循環システムにおいて水道システムを位置づけた後、
水道水源の保全のあり方、流域統合管理とその意義について
論ずる。

上水システム
概説 ✎ 水源から都市内各戸に至る全体システムを紹介し、本講義で

とりあげる事項を概説する。

浄水処理プロ
セス ✘

浄水処理の基本は、懸濁物質の除去と消毒である。緩速ろ過
システムと急速ろ過システム、急速ろ過システムの単位操作、
水中微生物と消毒について講述する。また、消毒によって発
がん性を有する副生成物が生成することも詳述する。

高度処理プロ
セス ✎

現在では、上記の基本的な浄水処理だけでは、複雑な水源水
質や水道水に対する多様なニーズに対応することは困難であ
る。ここでは、オゾン処理、活性炭吸着、膜分離法などの高
度処理法とその意義について述べる。

水道水質管理 ✘
水道水中には微生物によるリスクと化学物質によるリスクが
存在することを紹介し、確保すべき安全度のレベルについて
考察する。ついで、現在の水道水質基準の考え方と設定法に
ついて講述した後、将来の水質管理のあり方を展望する。

【参 考 書】住友恒、村上仁士、伊藤禎彦著：環境工学ーこれからの都市環境とその創造のた
めにー（理工図書）

【予備知識】環境生物・化学、水質学などを履修していることが望ましい。
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けないが、質問や学修上の相談があれば工学部 ✙ 号館

✒✖✒✲✘ 室を訪れること。

☞✍✌✄✛✖★



地球工学科

下水道工学 ❁✪❂✖❸✪❸✪❂
❧✄❚ ♦ ❚✭❇❳❖✰❙✖❚☛❧✄⑩✓❩✱❆❈❚✩❵ ◗❘❄✸❙✪✷❀❄✗❚✭❚✩❇❈✷❀❄✗❙
【配当学年】✔ 年後期 【担 当 者】津野・藤井（滋）・田中・山田
【内 容】より快適な生活環境を創造し健康で健全な社会生活を営む上で，汚水を集め処理

する下水道は必須のものとなり，社会基盤施設として緊急整備が必要なものとして位置づ
けられている。本講義では下水道の役割，目的及び意義を概述し，水質管理との関連を明
確に提示し，建設工学的立場から施設の構成，設計並びに管理についての関連技術を整理
して系統的に講述する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

下水道基本計
画 ✔

水環境創造・管理に係わる下水道の役割・意義について概述
し，下水道の種類や流域別下水道総合計画，下水道類似施設
との関連について口述する。また、技術者倫理に関連する事
例について解説する。

下水流収シス
テム ✔

下水道では，汚水と雨水とを流収し，処理し，処分している。
下水道管渠の計画設置に係わる基本原理を口述し，付帯する
沈砂池やポンプ場について概述する。

下水処理技術 ✙

下水処理法の種類（簡易処理・中級処理・高級処理）とその
選定法を概述し，それぞれの基本的処理フローを口述する。
また，単位操作として物理的固液分離処理と生物処理（活性
汚泥法や回転円板法）の浄化機序について詳述する。そして，
高度処理についても概述する。

下水汚泥の処
理・処分 ✔

最終的な発生汚泥の処理処分について，基本構成について論
じ，省エネルギーの立場から，新しい汚泥処理の方向につい
て概述する。期末試験：定期試験期間中に行う。

【教 科 書】環境衛生工学（共立出版）
【予備知識】水質学・水理学など
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けない。本部教員については各教員室（津野 ✒✰✔✖★ 室、山

田 ✒✪✔✖✒ 室、いずれも工学部５号館）を訪れること。環境質制御研究センター教員（藤井、
田中）については講義時にコンタクト方法を伝える。

☞✍✌✄✛✸✎



地球工学科

廃棄物工学 ❁✪❂✖❸✍✌✪❂
❧✄❉✪▼❀✷❬❋ ✞ ❖✪❩✱❆❈❚ ❹ ❖✪❄✸❖✰❙✖❚✭❵❞❚✭❄☎❆
【配当学年】✔ 年後期 【担 当 者】（環保）渡辺
【内 容】この講義では、都市および産業の活動に伴って排出される廃棄物の種類と性状を

把握するための基礎的な事項、廃棄物管理計画や収集・運搬方法に関すること、各種の処
理・処分方法とリサイクリングなどの廃棄物管理に関する技術・システムの基礎、し尿等
有機性廃棄物の処理・処分方法の基礎について講述する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

廃棄物の管理
体系概説 ✎ 廃棄物管理の目的・意義・現状と問題点、廃棄物の定義と分

類等および関連法制度について述べる。
都市廃棄物の
発生と収集

✎ 都市廃棄物発生の現況と変遷、分別収集などの収集の形態、
処理計画との関連について述べる。

都市廃棄物の
性状分析 ✒ 都市廃棄物の性状データの解釈と性状分析の方法について述

べる。

廃棄物の中間
処理 ✒

焼却システムと施設、ごみの燃焼特性、焼却炉設計の指標、
焼却炉の運転・管理、排ガスと灰の処理、余熱利用等につい
て解説する。

廃棄物焼却に
関わる計測 ✎ 廃棄物の焼却処理に伴う計測項目、特に排ガス計測に重点を

置き、方法の概略と結果の評価方法を述べる。

最終処分 ✒
最終処分の目的と枠組み、埋め立て処分の方法、埋立地にお
ける物質の変化・安定化、汚濁物質の浸出とその処理につい
て述べる。

産業廃棄物の
処理と有害廃
棄物の処理処
分

✒
産業廃棄物の定義、回収・排出実態、調査方法、法体系、処
理の技術・システム、有害性および特別管理の概念、有害性
の判定方法、有害廃棄物の安定化処理、最終処分方法等につ
いて述べる。

し尿処理 ✎ し尿の処理体系、し尿の性状、し尿の収集・処理および発生
源処理について述べる。

循環型社会と
拡大生産者責
任

✒ 廃棄物の排出抑制を目的とした生産段階での改良と、社会シ
ステムの改善の方向性について述べる。

【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる。

☞✍✌✄✛☎✒



地球工学科

環境工学実験２ ➨✪➫✜✛✩$✢➩➪✵➚✰+✪➻➙➳⑨0✩➚☎2✠➹❳➚✲7✱➵✩➺✗➪✵➚☎<✩➻➽➚☎➹❳➹❊➳⑨➻➽➚✖<✠@❅@ B✚♣ ➵✲✝✓0✩➳✱➵✭7⑨0✭➳❅➯
【配当学年】➱ 年後期
【担 当 者】武田・高岡・松井（利）・米田・大河内・大下・中山・松本・村山・山本
【内 容】大気環境計測、騒音振動計測、放射線計測の原理と方法，および関連する基礎的事項につ

いて講述するとともに環境に関する諸因子を計測するための物理的手法を体得させる。また環境工
学に関連の深い物理的，化学的諸プロセスにかかる単位操作について基礎的プラント実験を課す。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

実験項目の基礎 ➬ 本授業で行う ➬■➘ の実験項目について内容と留意点を説明する。

大気環境計測 ➘
空気中の粉塵の量・粒径分布，また窒素酸化物（ J&' ➶ ）や炭化水素
（ ➭ M ）濃度の計測手法について講述すると共に，フィールドにおい
て種々の大気汚染物質濃度の測定，気象観測，排出源調査を行い，
大気環境調査の方法と解析手法について修得する．

騒音・振動計測 ➘
騒音・振動計測データを統計的に処理して種々の騒音・振動指標値
を求める方法やその意義について講述する。騒音計および振動計を
用いて，実際の環境騒音および環境振動の計測を行う。

放射線計測 ➘

➮➅➬❨✃ 放射線計測の原理と基礎：放射線と物質との相互作用を応用し
て放射線を検出し計測するための基礎的原理について講述する。実
験に用いる R S 計数管の計数特性を分析し，放射性崩壌の統計的
特性や計数効率について理解する。
➮⑧➘✢✃ 環境放射能の計測 U個人線量計を用いて居住空間の放射線量を計
測するとともに，水中や土壌中に含まれる白然放射性核種を同定し，
濃度を測定する。また，サーベイメータを用いて汚染筒所を調査す
る方法を修得する。

環境プロセス実
験 ❒

➮➅➬❨✃ 気体の流れ：ダクト内の流動状態を理解するために気体の流速
と流量の測定に関する実験を行う。
➮⑧➘✢✃ 流れ系における混合特性：トレーサー応答法による流れ系の混
合特性に関する実験を行う。
➮ ➱ ✃ 管内乱流の総括伝熱係数：温水と冷水の間の熱交換実験を行い，
管内乱流の総括伝熱係数を求める。
➮ ❐✲✃ 凝集：ジャーテストにより，凝集剤の最適注入率を決定する実
験を行う。
➮⑧➴✢✃ 沈降特性：水中の濁質の沈降現象及び，横流式沈殿池の設計に
ついての考え方を理解する。
➮❴❒✞✃ 急速ろ過及び清浄ろ層の損失水頭：ろ速，ろ材の形状，ろ層空
隙率，損失水頭との関係を把握する。
➮✗)✩✃ 廃水および廃棄物処理

【教 科 書】別途実験指導書を配布する。
【そ の 他】各実験項目ごとに実験方法，結果と解析を記したレポートを提出させる。配当された授業

時間のうち，講義や実験にあてられる以外の時間は，データ整理やレポート作成のために利用され
る。授業最終日には実験期間に排出した廃水と廃棄物の処理を行う。

☞✍✌✄✛✖✔



地球工学科

資源工学のための材料学 ❁✗❃✢$ ✂ ❂❹ ❖✲❆❊❚✭❇❊✷❀❖✪▼❀❩✍❧✓❍✭✷✼❚✩❄✸❍❨❚✡❫❴❉✖❇✐◗❝❖✪❇✱❆❊❺✉⑥✍❚✢❩✱❉✖●✗❇❊❍✭❚✩❩✧❖✰❄K❋❜◗❝❄✗❚✭❇❊❙✪⑩ ◗❝❄✗❙✪✷❀❄✗❚✩❚✭❇❳❩
【配当学年】✔ 年後期 【担 当 者】馬渕・塚田・村田
【内 容】岩石や金属などの結晶材料を対象に，破壊力学の観点及び原子レベルでの微視的

挙動との関連から巨視的挙動を説明するとともに，それを基に材料と資源・エネルギーの
関係に関して言及する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

強度と破壊 ✒
巨視的レベル，微視的レベル，原子レベルでみた材料の破壊
について解説する。また，材料の強度，弾性，塑性，脆性，
延性など材料の力学的性質について解説する。

破壊力学 ✔
弾性き裂のまわりの応力集中と破壊靭性，弾性き裂の伝播，
塑性変形を伴うき裂の伝播，など破壊の巨視的挙動を記述す
る破壊力学について解説する。

塑性変形と転
位 ✔

微視的レベルから結晶塑性の基本となる刃状転位，らせん転
位の転位線，バーガスベクトル，パイエルスポテンシャル，
キンク，ジョグなどの性質について解説する。

き裂の発生と
伝播 ✒

交差，合成，分解，反応，増殖などの転位の挙動について解
説する。また，このような転位の挙動からみたき裂の発生と
伝播について解説する。

疲労とクリー
プ ✒

材料の寿命と密接に関係する材料の疲労とクリープについて，
巨視的レベルおよび微視的レベルから解説する。また，粘弾
性体のレオロジーモデルについても解説する。

材料強化と資
源・エネルギー ✒

固溶強化，析出強化など材料の強化機構について解説する。
また，資源・エネルギーの観点から，材料の高強度化，長寿
命化のための材料設計について解説する。

【参 考 書】井形直弘 　材料強度学（培風館）など

【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる ❼

☞✍✌✄✛✪✘



地球工学科

波動工学 ❁✗❃✢$✪&✪❂✞ ❖✞❾✖❚ ❹ ❉✰❆❈✷❀❉✪❄5❩❡❫❴❉✪❇✐◗❘❄✸❙✪✷❀❄✗❚✭❚✩❇❈✷❀❄✗❙
【配当学年】✔ 年後期 【担 当 者】芦田・松岡 ✾ 俊 ✹ ・三ヶ田
【内 容】自然界に見られる波動現象を理解し、資源工学分野で必要となる応用力を身につ

ける。特に地下を伝播する弾性波動・電磁波動の挙動について述べる。また計算機による
波動のシュミレーション技術、さらに観測された波動に対する解析技術についても触れる。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

単振動とその
重ね合わせ １

資源分野において現れる振動現象・波動現象について例を中
心に述べる。さらに単振動およびその重ね合わせについて述
べる。

減衰振動・強制
振動 ✎

✎ 自由度の減衰振動に関して減衰常数を定義し、振動波形を
求める。さらに調和波外力に対する共振曲線・位相曲線を求
め、周波数応答特性を明らかにする。

連成振動 ✎ ✒ つ以上の振動系がお互いに力を及ぼしあっている時の振動
に関して述べる。

弦を伝播する
横波 ✎ 弦を例に取り ✎ 次元の波動方程式を導出し、波の性質に関し

て述べる。
波動方程式の
差分解法 ✎ 波の現象を理解するために、計算機を用いた波動方程式の解

法に関して述べる。
波の屈折と反
射 ✎ 不均質な媒質を伝播する波動現象において生じる波の屈折と

反射に関して述べる。

弾性波動 ✔
弾性体を伝播する波動に関して、弾性体の運動方程式より波
動方程式を導き、縦波と横波の存在に関して述べる。さらに
表面波に関して、その分散現象に関して述べる。

電磁波動 ✎ マックスウエルの方程式より電磁現象が従う波動方程式を導
出し、その解法に関して述べる。

回折現象 ✒ キルヒフォフの積分定理を用いて、波の回折現象について述
べる。

観測された波
動の解析 ✎

観測された波動現象を解析する上で必要となる幾つかの手法
（フーリエ解析・相関関数・デコンボリューション）などに間
にて述べる。

【予備知識】ベクトル解析・一般力学・電磁気学
【そ の 他】当該年度の授業回数等に応じて一部省略・追加があり得る。

☞✍✌✄✛☎✙



地球工学科

応力解析法及び演習 ❁✪❂✖$✪❸✪❂
❧☎❆❈❇❊❚✩❩❊❩✍☞✐❄3❖✰▼❀⑩✄❩❈✷❬❩✍❖✰❄✸❋❜◗❲❱✓❚✭❇❳❍❨✷❬❩❈❚✩❩
【配当学年】３年後期 【担 当 者】齋藤・塚田・村田
【内 容】コンピュータによる数値応力解析に必要な理論と解法を述べ，いくつかの例題に

ついて主にマトリクス法と有限要素法による応力解析の演習を行う．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

エネルギー原
理入門 ✙ ～ ✛

ひずみエネルギー関数を定義し，仮想仕事の原理，最小ポテ
ンシャルエネルギーの原理を導き，弾性基礎式との関連につ
いて述べる．また、これらと相補的な原理についても述べる．

コンピュータ
を用いた数値
応力解析

✘ ～ ✙
エネルギー原理に基づく近似解法について述べ，有限要素法
の定式化を行う。また，差分法，境界要素法についても簡単
に述べる．

模型実験 ✒ 次元解析とその構造解析問題への適用について述べ，数値解
析を含む模型実験による応力解析法の基礎について述べる．

（演習）トラス
構造物のマト
リクス法によ
る解析

✛
トラス構造のマトリクス法による応力解析の方法を解説し，
平面トラス構造のための電算機プログラムを作成する演習を
行う．

（演習）平面弾
性問題の有限
要素法による
解析

✣
二次元平面弾性問題の有限要素法による定式化，および，そ
の電算機プログラミング技法について解説し，例題について
そのプログラムの作成と実行の演習を行う．

【予備知識】弾性学及び演習，情報処理及び演習
【そ の 他】講義を中心とした授業（週１コマ）と演習（週１コマ）を並行して行う．

☞✍✌✄✛✖✛



地球工学科

熱流体工学 ❁✗❃✢$✍✌✪❂
'✐❚✢❖✲❆✐-♥❇❳❖✰❄3❩⑨❫❴❚✩❇
【配当学年】３年後期 【担 当 者】宅田・藤本
【内 容】熱伝導，熱伝達および熱放射による熱の移動に関連する基礎的事項の講述
【授業計画】

項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

熱伝導の基礎
と定常熱伝導 ✒

フーリエの法則と熱流束，熱伝導方程式の誘導
１次元系，軸対称系および球座標系の定常熱伝導問題（積層
板や積層円筒の場合も扱う）

非定常熱伝導 ✎ 有限差分法に基づく非定常熱伝導方程式の近似解

対流熱伝達の
基礎 ✎ 対流熱伝達，ニュートンの冷却法則，エネルギー方程式

平板の場合の
層流熱伝達

✎ 平板に沿う層流熱伝達を支配する方程式系の誘導，速度分布
と温度分布の解

平板の場合の
乱流熱伝達 ✒

平板に沿う乱流境界層の摩擦抗力係数からの局所および平均
ヌッセルト数の定式化，平板上の熱流束一定のときのヌッセ
ルト数，非伝熱区間のある場合のヌッセルト数の補正

円管の場合の
熱伝達

✔
円管内流れにおける助走区間，発達した流れの領域における
表面温度一定の場合と熱流束一定の場合の伝熱学的考察，円
管内の乱流域における速度分布，摩擦抵抗係数，ヌッセルト
数の定式化

垂直平板の自
然対流 ✒

ブジネスク近似による運動量方程式，速度境界層と温度境界
層，グラスホフ数，局所および平均ヌッセルト数の誘導，乱
流の効果

ふく射 ✎ ふく射，ステファン・ボルツマンの法則

【教 科 書】八田夏夫：熱の流れ（森北出版）
【予備知識】微分積分学，流体力学及び演習
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる ❼

☞✍✌✄✛✄✜



地球工学科

分離工学 ❁✪❂✖$✪$✪❂
❧✄❚ ( ❖✰❇❳❖✲❆❈✷❀❉✪❄❜5♥❚✢❍❳❺✗❄✗❉✖▼✼❉✖❙✪⑩
【配当学年】３年後期 【担 当 者】福中、新苗
【内 容】この講義ではまず、地球環境科学や資源エネルギー科学、リサイクル設計分野の

基礎となる分離工学を技術の立場から講述する。後半では、それらの分離技術の基礎とな
る表面の物理化学や固体物理学の初歩を学習する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

初めに ✎ 資源精製工学から製錬工学、分離工学、環境資源エネルギー
工学への発達とその展開

浮遊選鉱 ✒ 浮遊選鉱の歴史、接触角、捕収剤、抑制剤、活性剤、起泡剤、
✯✧❖✰❇❳❩❈➀☎⑩ の関係、臨界浮遊曲線

溶媒抽出 ✒
溶媒抽出法の歴史、溶媒抽出法の一般的プロセス、抽出剤、
希釈剤、平衡抽出曲線、❹ ❍ ① ❖✰◆✏❚❨➄❅5✧❺✗✷❀❚✭▼❀❚❨➄ ❽ ✷❬❖✰❙✖❇❊❖✪❵ 、溶媒抽出
の応用例

重液選別、ジ
グ、薄流選別 ✒

重液の特性、浮沈試験、可洗曲線（性状、浮上、沈降曲線）、
ジグの理論、干渉沈降、等速沈降比、薄流選別理論、平面上
の流体速度、流体中の粒子沈降、テーブル上の粒子運動、薄
流選別装置

磁気選別と静
電選別 ✒ 物質の磁性、磁場内で物体に作用する力、磁気選別装置、静電

界内での粒子の帯電と帯電粒子に作用する力、静電選別装置
表面や界面の
熱力学および
物理化学

✔
表面張力の測定、曲面の表面張力、毛管凝縮、ギブズの吸着
式、表面過剰量、単分子膜と表面圧、界面活性剤、ミセルと
液晶、界面電荷と電気二重層、ゼータ電位、❽ ♠✚✡❤❦ 理論

固体物理学初
歩 ✎

シュレディンガー方程式と波動関数、並進、振動、回転運動、
原子構造とスペクトル、分子構造、固体の電子的性質、固体
バンド理論と半導体、統計熱力学、分配関数、平衡定数、結
晶構造、❥☛⑥ ❽

【参 考 書】アトキンス物理化学，千原秀昭、中村亘男訳，東京化学同人 ✾➏✒✪★✪★✸✎✢✹
【そ の 他】物理化学や地球工学デザイン ✤❅◆ と連携して受講することが望ましい。

☞✍✌✄✛✖✣



地球工学科

工業計測 ➨✢➩✩$✢%✩➩&✈➹■➵✭➾❅➸✖➳⑨➹❳3✠➹❊➚✰8❭:✲➯✪➾➅8⑨➹❳3✠➾

【配当学年】３年後期 【担 当 者】塚田
【内 容】さまざまな物理量の計測について，その検出法，変換法，および記録法などの原理と，そ

れを実現するためのセンサや電子回路について概説する．また，測定データの統計的取扱い，デジ
タル計測の概念についても講述する。それらを通じて，種々の実験やフィールド計測に携わる際に
必要な計測に関する基本的理解を涵養する．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

測定系の構成と
特性 ➘

測定系の基本的な構成を述べたあと，測定系のシステムとしての数
学的表現と，その静特性（直線性，感度，レンジなど）・動特性（ス
テップ応答・周波数応答）について講述する．また，測定器の剛性
と負荷効果についても述べる．

センサとその物
理 ➘

物理学上の様々な法則や効果について概観しながら，それらを利用
した種々の基本的なセンサ（トランスデューサ）の原理について概
説する．

基本的な物理量
の計測 ❐

以下の ❐ 項目について，基本的なセンシング要素の原理と特性，計
測系構成における留意点，実際の装置などについて，ある程度詳細
に述べる．
➬❨✃ 力と変位の計測 　
➘✢✃ 運動・振動の計測 　➱ ✃ 流体の計測 　
❐✲✃ 温度・熱の計測 　

信号の変換と記
録 ➘

➬❨✃ センサからの出力を変換（増幅・濾波など）するためのオペアン
プを使った電子回路について解説する．
➘✢✃ ディジタル計測の基本，すなわちサンプリングと量子化の原理と
留意すべき事柄，実際の ✄✉" E 変換回路などについて解説する．

測定データの統
計的処理 ➘

測定データの誤差（ばらつき）とその統計的表現，間接測定におけ
る誤差伝播の法則，二変量間の関係の統計的取扱いと最小二乗法，
時系列データの処理方法について講述する．

現代的な計測技
法 ➘

光・マイクロ波（とくに波の干渉）を利用した計測と，パターン計
測・画像計測など，現代的な計測技法について概説する．（なお，講
義の進捗状況によっては割愛する場合もある）

【教 科 書】必要に応じてプリントを配布する．
【参 考 書】南茂夫他「はじめての計測工学」（講談社サイエンティフィック）➪ G #❤G E I✲➹✜✝✓➹❳➺➽➻➽➚ N✣✈ &✈➹■➵✭➾❅➸✖➳⑨➹❳3✠➹❊➚✰8❝➾➅➯✪➾➅8⑨➹❳3✠➾ ✈✪N✄➴ 8⑨R❞➹■➲ GUN &✈➼ W ➳✱➵❳Y ➭❡➻➽➺➽➺
【予備知識】力学と電磁気学についての基礎的理解を前提とする．また，「地球工学基礎数理」の履修を

前提とし，微分方程式やラプラス変換についてある程度理解していることが必要である．
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる G

☞✍✌✄✛✖✦



地球工学科

資源工学材料実験 ❁✗❃✢❸✪&✪❂❹ ❖✲❆❊❚✭❇❊✷❀❖✪▼❀❩❭❆❊❚✩❩✱❆❈✷❀❄✗❙❞❫❴❉✪❇✍❵❞✷❀❄✗❚✭❇❳❖✰▼✵❩❊❍❨✷❀❚✭❄✸❍✭❚✠❖✰❄✸❋❏❆❈❚✢❍❳❺✗❄✗❉✪▼❀❉✪❙✖⑩
【配当学年】３年後期
【担 当 者】斉藤・宅田・馬渕・楠田・藤本・村田・陳・浜
【内 容】資源工学や一般の固体力学で扱う材料の中から岩石および金属材料を取り上げ、

それらの機械的特性および微視的特徴を知るための材料実験の基礎を修得する．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

全体説明 ✎ 授業計画の説明，安全のための諸注意および班分けなどの全
体説明を行う．

岩石の材料試
験と破壊条件 ✘

材料試験機の構造と岩石材料試験の概要，ストレインゲージ
によるひずみ計測法、岩石の一軸圧縮試験，岩石の引張試験
✾ 圧裂試験 ✹ ，得られたデータによる破壊条件の決定と演習．

金属材料の引
張試験と機械
的特性

✘
金属材料の試験法の概要，鋼材・アルミニウム合金材の一軸
引張試験，応力－ひずみ曲線の算出、機械的特性の測定およ
び解析．

金属，岩石の
組織観察 ✘ 金属組織観察のための研磨・腐食，結晶粒等の組織観察，岩

石のクラックの可視化技術および組織観察．

【教 科 書】必要に応じてプリントを配布する．
【予備知識】弾性学及び演習、資源工学基礎計測

☞✍✌✗✜✰★



地球工学科

地震・風工学 ❁✪❂✚✌✪❁✪❂
◗❝❖✪❇✱❆❊❺✐✇☎●✸❖✰➀✖❚❤❖✰❄4❋ ✞ ✷❀❄✸❋ ◗❘❄✸❙✪✷❀❄✗❚✭❚✩❇❈✷❀❄✗❙
【配当学年】４年前期 【担 当 者】松本勝・澤田純男
【内 容】この講義では、土木構造物の地震、強風による挙動評価と、それらに対する設計

法について概説する。特に、環境荷重としての評価法の他、構造物の動的挙動評価、耐震
設計、耐風設計に重点を置いて講述する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

地震荷重・風荷
重の工学的評
価

✒
環境荷重としての地震荷重、風荷重を評価するための統計・
確率理論および不規則振動論の基礎と設計震度、地震スペク
トル、設計風速の決定過程という応用面を説明する。また、
技術者倫理に関連する事項・事例について解説する。

地盤振動 ✒
地震の発生メカニズムと地盤震動の特性に基づいて、地震動
の大きさを評価する方法について解説する。また、地震計の
原理について述べる。

構造物の地震
応答 ✔

構造物の応答特性評価に必要な、１自由度系の運動方程式と
その解法について解説する。さらに、弾性設計法および弾塑
性設計法について詳述する。

自然風の特性
と設計風速 ✒

自然風の特性、強風の成因を説明し人間生活とのさまざまな
関わりとそれらの統計・確率的性質を述べる。また構造物の設
計風速決定に関わる諸因子を述べその決定の過程を述べる。

構造物の空力
弾性挙動 ✔

種々の幾何学形状を有する構造断面に生じる様々な空力弾性
挙動（渦励振、ギャロッピング、フラッター、バフェッティン
グ等）の種類とそれらの発生機構を説明する。

耐震設計・耐風
設計の概要 ✒ 種々の構造物（長大橋を含め）の耐震設計・耐風設計の現状

と課題に付いて説明する。

【教 科 書】特に無し
【予備知識】確率・統計理論の基礎、振動・波動論の基礎、流体力学
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加が有り得る ❼

☞✍✌✗✜✓✎



地球工学科

ターミナル工学 ❁✪❂✚✌✪❯✪❂
$♥❚✩❇❈❵❞✷❀❄✸❖✰▼✵④5❖✪❍✭✷✼▼❀✷9❆⑨⑩✉◗❘❄✗❙✖✷✼❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✸❙
【配当学年】✘ 年前期 【担 当 者】小林（潔）、谷口
【内 容】現代社会において港湾や空港は豊かな国民生活や国際交流にとって不可欠な社会

資本となっている。今日、港湾や空港のもつ機能と役割はますます多様化し、複合化しつ
つある。本講義においては交通経済学、公共経済学の立場から、港湾や空港の機能やそれ
が地域経済に及ぼす影響について論じるとともに、それらをいかに計画し、設計し、建設
するかについて実際的な知見に基づき論述する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

概説 ✎ 交通ネットワークの中のノードとしてのターミナルの機能と
役割について概説する。

物流ターミナ
ル ✒

トラックによる物流の拠点としての広域物流拠点、トラック
ターミナル、都市内デポなどの物流ターミナルについて、求
められる機能、計画手法、設計手法についての経済活動との
関連について講述する。

バスターミナ
ル・駐車場 ✒

自動車交通の中におけるバスターミナル・駐車場の機能、問題
点について述べ、その計画手法・設計手法について講述する。ま
た、円滑な道路交通を実現するための方策についても論じる。

鉄道駅・駅前広
場 ✎

鉄道と他の交通機関との結節点としての駅及び駅前広場につ
いて、その果たすべき機能、計画手法、設計手法について講
述する。

運 輸 経 済 と
ターミナル ✎

社会資本としての公共ターミナルの機能とターミナルが輸送
活動や地域経済に及ぼす影響について概説する。あわせて、
交通経済学について概説し、ターミナル経済に関する基礎的
な理解を深める。

港湾 ✔
港湾整備の歴史を振り返り、港湾と地域経済の関わりについ
て論じ、国際的・長期的な視点から見た港湾計画の基本的な
考え方について講述する。さらに港湾施設の計画・設計手法
の詳細についても述べる。

空港 ✒
国際・国内交通においてますます重要性が増している航空輸
送について、その特性と現代社会における役割を論ずる。さ
らに航空輸送の要としての空港に求められる機能、計画手法、
設計手法について講述する。

まとめ ✎
円滑なマルチモーダル輸送を実現し、地域活性化に資するた
めの今後のターミナルの計画における基本的な考え方につい
て展望する。

【教 科 書】奥野正寛、篠原総一、金本良嗣編 ❻ 交通政策の経済学 ✾ 日本経済新聞社 ✹

☞✍✌✗✜✪✒



地球工学科

土木法規 ❁✪❂✚✌✰✇✖❂
☞♣❋✓❵❞✷❀❄✗✷❬❩⑨❆❊❇❊❖✰❆❈✷❀❉✪❄❜❉✰❫❲❛❘●✗◆✗▼❀✷❬❍ ✞ ❉✪❇❊➀✓❩
【配当学年】✘ 年前期 【担 当 者】伏見
【内 容】現行の土木行政法規の概要を述べ、それらと国づくり、まちづくり、土木施設と

の係わり、計画、建設、管理、運営の実際を解説する。
【授業計画】

項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

序論 ✒
・土木工学の語源、略史を述べる。
・土木における官民の役割分担と土木行政法規の大系を述べ
る。 　

基本となる
法規 ✎

・土木事業の基本となる法令について述べる。就中、土木施
設用地の取得に関する法令について考察する。
（憲法，民法，土地収用法，国土総合開発法，国土利用計画
法 ➈ 土地基本法）

土木施設
自然公物：
河川

✒ ・河川法、海岸法、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地災
害防止法等について解説する。

土木施設
人工公物：
道路，鉄道，港
湾，空港など

✔

・人工公物である土木施設の計画、建設、管理、運営につい
て、法規に則り解説する。
（道路法，道路整備特別措置法，高速自動車国道法，国土開
発幹線自動車道建設法，道路運送法，港湾法，航空法，空港
整備法，鉄道事業法，軌道法，全国新幹線鉄道整備法，都市
モノレール法）

土木計画と
“まちづくり” ✒

・都市計画や土地利用計画、まちづくりの事業に関する法令
を解説する。
（都市計画法，建築基準法，森林法，農地法，土地区画整理
法，都市再開発法，新住宅市街地開発法，公有水面埋立法）

土木施設と
環境，文化財 ✎

・環境に関する土木行政法規や土木事業に関わる環境アセス
メントについて述べる。
（都市公園法，自然公園法，下水道法，環境影響評価法，環境
影響評価条例，文化財保護法，大気汚染防止法，騒音規制法）

建設工事と
事故，災害
技術者の
ライセンス

✒
・建設工事、災害、事故に関する主な法規を概説する。
（国家賠償法，公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法，建
設業法，道路交通法）
・土木工学の新しい展開について述べる。

【教 科 書】講義プリントを配布する。

☞✍✌✗✜✰✔



地球工学科

材料実験 ❁✪❂✚✌✪#✪❂① ❉✪❄✸❩✱❆❈❇❊●✸❍❨❆❈✷❀❉✪❄ ❹ ❖✲❆❈❚✩❇❈✷❬❖✰▼❬❩✩➈✗♠♥❖✰◆✏❉✪❇❳❖✲❆❊❉✪❇❊⑩
【配当学年】✘ 年前期
【担 当 者】宮川豊章・服部篤史・高橋良和・山本貴士・大島義信・ ✾ 技 ✹ 桧垣義雄
【内 容】材料学およびコンクリート工学で講述する材料の特性を実地に習得させるため、

主としてコンクリート材料およびコンクリートを中心とする実験および部材試験を行う。
　成績評価は、各回のレポート点の合計を勘案して行う ✾⑨✎✢★✪★ 点満点 ✹ 。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

概説 ✎
本実験の内容を概説し、各実験の意義および注目すべき項目
を述べる。また、実験で用いる計測技術について述べるとと
もに、試験および調査の方法について概観する。

セメント ✎ セメントについて、比重、粉末度、凝結、モルタルのフロー
試験を実施する。

骨材 ✎ 細骨材、粗骨材について、比重、吸水率、ふるい分け、単位
容積重量、表面水率の試験を実施する。

配合設計およ
びフレッシュコ
ンクリート

１
「セメント」「骨材」で得られた結果を用いて配合設計を行
い、フレッシュコンクリートを作成してその性状を検討する
とともに、「硬化コンクリート」用供試体を作成する。

硬 化 コ ン ク
リート ✒ 「フレッシュコンクリート」において作成したコンクリート供

試体について、各種破壊試験および非破壊試験を実施する。

鉄筋 ✎ コンクリート補強用鉄筋について、降伏点、引張強度、伸び
などの引張性状を調べる試験を実施する。

はりの設計 ✒ 鉄筋コンクリートおよびプレストレストコンクリートはり供
試体の設計を行う。

はりの打設 ✎ 「はりの設計」に基づいて、実際にコンクリートはりの打設
を行う。

プレストレス
の導入 ✎ プレストレストコンクリートはり供試体に対してプレストレ

スの導入を行う。

はりの載荷 ✒
作成した各はり供試体の載荷を行い、曲げ性状およびその違
いを検討するとともに、「はりの設計」において求めた諸荷
重値の確認を行う。

期末試験 ★ 実施しない。

【教 科 書】岡田清監修 ❻ 建設材料実験 ✾ 日本材料学会 ✹
【予備知識】第 ✔ 学年において、材料学、コンクリート工学を履修しておくことが望ましい。
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けない。随時、各教員室 ✾ 宮川 ✘M✎✩★ 号室、服部 ✘M✎✢✒ 号室、

高橋 ✒✖✙✲✘ 号室、山本 ✘✸✎✢★ ✞ 号室、大島 ✘☎✙✖✒ 号室、いずれも工学部 ✙ 号館 ✹ を訪れること。

☞✍✌✗✜✲✘



地球工学科

地球防災工学 ❁✪❂✚✌✍✌✪❂
❑☛▼✼❉✖◆✸❖✰▼✵◗❝❄✗❙✪✷❀❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✗❙②❫❴❉✪❇ ❽ ✷❬❩❈❖✖❩⑨❆❊❚✭❇✐❛❘❇❊❚✭❾✖❚✭❄☎❆❈✷❀❉✪❄
【配当学年】✘ 年前期 【担 当 者】✾ 防災研 ✹ 河田恵昭
【内 容】近年の地球規模の自然環境や社会環境の急激な変容に伴って，先進国，発展途上

国を問わず自然災害の様相は変貌し，複雑化するとともに，阪神・淡路大震災のような都
市大災害の発生が憂慮される．そこで，地震災害，水災害などの自然災害の学理の基礎と
その対策方法について講述する．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

現代の災害と
都市災害 ２

都市化の社会的問題，地球規模の都市化，災害脆弱性，都市の
災害の区分，都市災害の特徴，災害文化の育成，被災経験の風
化，都市災害の解析，都市大災害の発生などについて述べる．

災害の進化と
比較災害論 ３

近年のわが国の自然災害，進化する災害，都市水害の激発，
自然災害としてのペスト，わが国の天変地異の特性，災害環
境と疫病環境，災害観と自然観，比較津波災害論などについ
て述べる．

巨大災害とそ
の復元 ３

わが国の巨大災害，世界の巨大災害，わが国と中国の気候の
類似性，巨大気象災害の周期性，巨大災害（１）ー安政南海
地震津波ー．巨大災害（２）ー枕崎台風ーについて述べる．

都市総合防災
システム ３

総合防災システムの必要性，生体防御．都市と生体の類似性，
生体防御の都市防災への応用，都市災害対策，都市の地下空
間水没，こころのケア，ボランティア，防災地理情報システ
ム（ ❑☛✤✱❧ ），危機管理，都市総合防災システムを述べる．

地震災害対策
と水災害対策 ２

わが国の現在の地震と水災害対策の骨格とその考え方の背景
を概述する．

【教 科 書】河田恵昭：都市大災害 ✾ 近未来社 ✹ ，河田恵昭編著：水循環と流域環境（岩波書店）
【予備知識】自然科学のみならず社会科学に関心をもっていることを前提としている．
【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて突発災害の話題の追加がありうる．

☞✍✌✗✜✪✙



地球工学科

地球工学デザインＩ（土木工学コース ❜ ❁✗❃✖❃✩❸✪❂❽ ❚✢❩✱✷❀❙✪❄❪◗❲❱✓❚✩❇❊❍✭✷❀❩❈❚♣❫❴❉✖❇♣❑☛▼✼❉✖◆✸❖✰▼✵◗❝❄✗❙✪✷❀❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✗❙✈✤✡✾ ① ✷❀❾☎✷❀▼♥◗❝❄✗❙✪✷❀❄✗❚✭❚✩❇❈✷❀❄✗❙✄✹
【配当学年】４年前期 【担 当 者】樋口忠彦・川崎雅史
【内 容】都市構造物と公共空間の文化的環境、人の活動を理解し、それらと密接な関係に

基づく空間編成のあり方を、道や広場、水辺の公共空間、都市施設の景観デザインの実践
的表現のトレーニングによって習得する。主に設計事例の図面のトレースや人と環境との
調和をめざした景観デザインのエスキースを行ない、総合的な空間理解を深める。成績評
価は演習課題のレポートを総合して行う。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

概説 ✎ 景観デザインの実践的なプロセスについての概説を行う。

設計図面の解
読 ✒ 街路・広場、水辺の公共空間、都市施設の景観設計、シビック

デザインの事例図 　面を解読し、その評価視点を考察する。
設計図面とそ
の表現方法 ✎ 景観設計図面の配置図、平面図、断面図、パース図のそれぞ

れについて、その表現方法を講述する。
デ ザ イ ン 演
習ー都市ベー
スマップの作
成

✒
都市計画的規模の平面配置図、パース図、アクソメ図を中心
とした都市のベース 　マップのトレースを通じて都市空間レ
ベルの表現と理解を深める。

デザイン演習
－設計図面の
トレース

✔
街路・広場、都市施設の景観設計、シビックデザインの事例
図面の解読を行い、 　その部分的なトレースを通じて景観デ
ザインの評価視点を特記させる。

デ ザ イ ン 演
習ー実測に基
づく設計図面
の作成と景観
把握

✘
水辺とまちの断面配置図を作成し、基本的な空間断面の骨格
を理解し、両者の関係性の理解を深める。実際の景観設計事
例の実測に基づいて、公共空間と小施設の設計図面、配置図、
平面図、断面図を作成し、総合的な空間理解を深める。

【参 考 書】建築設計資料 ✎✞✜ 歩行者空間 　✾ 建築資料研究社 ✹
【予備知識】都市景観デザイン（３年後期）を履修していることが望ましい。
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けない。質疑は各教員室（樋口 ❽ ✘✖★✪✘ 室、川崎 ❽ ✘✖★✖✛ 室、

いずれも５号館）を訪れること。

☞✍✌✗✜✰✛



地球工学科

地球工学デザインＩ（資源工学コース ❜ ❁✗❃✖❃✩❸✗❃❽ ❚✢❩✱✷❀❙✪❄❪◗❲❱✓❚✩❇❊❍✭✷❀❩❈❚♣❫❴❉✖❇♣❑☛▼✼❉✖◆✸❖✰▼✵◗❝❄✗❙✪✷❀❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✗❙✈✤ 　✾❲⑥✍❚✢❩✱❉✖●✗❇❊❍✭❚✩❩✧◗❘❄✸❙✪✷❀❄✗❚✭❚✩❇❈✷❀❄✗❙▲✹
【配当学年】４年前期 【担 当 者】内容欄参照
【内 容】前期の前半において ✾➏❖✖✹ または ✾⑧◆T✹ のいずれかを，後半において ✾➏❍✩✹ または ✾➏❋✸✹

のいずれかを選択して履修すること．詳しい授業計画は開講時にガイダンスする．
✾➏❖✖✹ の担当者 ❻ 芦田・菅野・三ヶ田・真田 　✾❴◆T✹ の担当者 ❻ 福中・日下
✾➏❍✩✹ の担当者 ❻ 青木・新苗・水戸 　✾⑧❋✸✹ の担当者 ❻ 馬渕・楠田・陳

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

✾⑧❖✖✹ 前半 ✎✭✘

室内模型を用いて簡単な屈折法の実験を行い，屈折法地震探
査を習得するとともに，棒内を伝播する波動の挙動を観測し，
重複反射，応力についての基礎的知識を習得する．また，賀
茂川河岸において屈折法地震探査・電気探査を行い，現場デー
タを取得し，解析プログラムを用いてデータ解析を実施する．
さらに，ワークステーション及び反射法地震探査用データ処
理ソフトウェアを用いて，反射法地震探査のデータ処理を行
うとともに，物理検層ソフトウェアを用いて，物理検層解析
技術を習得する．

✾❴◆T✹ 前半 ✎✭✘

物理化学は地球環境科学やエネルギ－科学分野の諸研究の出
発点として必修の科目であり，また，資源工学が立脚する地球
科学という立場からも，鉱物資源の生成機構の解明などには物
理化学的素養は不可欠である．このことを踏まえ，物理化学や
熱力学に関連した応用数学，物理的変態，化学平衡，電気化学，
界面化学，反応速度論における基礎的な問題について演習を行
い，それらに対する理解と研究における適用力を高めさせる．

✾⑧❍✩✹ 後半 ✎✭✘

岩盤の工学特性とその調査・試験法および設計・施工法への
適用、地盤、岩盤内の地下水、物質の移動現象とそのメカニ
ズム、高レベル放射性廃棄物の地層処分、汚染土壌の浄化技
術など資源環境システムに関する具体的問題点について解説
するとともに，データ解析・モデル形成・予測設計の基礎及
び応用についての演習・レポート作成を通じて，これらに関
する基本的考え方を体得させる．

✾⑧❋✸✹ 後半 ✎✭✘

地形情報処理技術と資源統計処理技術の基礎と応用について
学習する．前者では，地形情報のデジタル化および地形図の
作成，景観シミュレー ション，偏光顕微鏡による鉱物の同
定，蛍光観察法による間隙，クラッ クの抽出ならびに画像処
理による解析と評価である．この他に地質調査の基礎知識の
把握のため，野外調査を行う．後者では，データベースに格
納された資源統計を用いて資源エネルギーの需給動向の把握
と現・近未来における需要予測を試みる．

【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる ❼

☞✍✌✗✜✖✜



地球工学科

地球工学デザインＩ（環境工学コース ❜ ❁✗❃✖❃✩❸✪❯❽ ❚✢❩✱✷❀❙✪❄❪◗❲❱✓❚✩❇❊❍✭✷❀❩❈❚♣❫❴❉✖❇♣❑☛▼✼❉✖◆✸❖✰▼✵◗❝❄✗❙✪✷❀❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✗❙✈✤✡✾⑧◗❘❄✄❾✄✷❀❇❈❉✖❄✗❵❞❚✭❄☎❆❊❖✪▼✝◗❝❄✗❙✪✷❀❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✗❙✄✹
【配当学年】４年前期
【担 当 者】松井三郎、松本忠生、越後信哉、内田信一郎
【内 容】具体的な地域と地域の水環境にかかわる課題を設定して、上・下水道の基本計画

及び基本設計の演習を行う。３年次までに習得した知識を応用して施設の計画・設計を行
いつつ、現実的な条件や制約のもとで解を見いだす、あるいは選択する、プロセスを経験
することがねらいである。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

環境施設の計
画・設計 ✎

都市の給排水の現状と課題について講述する。また、環境施
設の計画・設計のプロセス、「設計基準」等について概説し、
本演習のねらい、進め方を説明する。

上・下水道基本
計画 ✒

対象地域の設定、地域の特性や問題に基づく計画課題の設定、
都市の構想と概略の計画、及び給排水施設の計画（区域、方式、
規模、処理場の立地などの決定）といった一連の手順を説明す
る。人口予測と給水量及び下水量計画値の推算を演習する。

上水道基本設
計 ✒

配水施設（配水管網）及び浄水場施設を主内容にして、上水
道施設の配置及び容量の決定方法を説明する。簡単な事例で
演習するとともに既設の施設の設計図を読み、当該実施設の
見学を行う。

下水道基本設
計 ✔

下水道設計の最新の状況を解説するとともに、下水管きょ施
設、処理場施設の容量及び配置の決定方法を説明し、簡単な
事例で演習する。実施設の見学を実施する予定。

計画、設計事
例演習 ✙

各自が任意の実地域を選定して具体的な計画、設計作業を
行う。すなわち、各々が設定した目標や課題にしたがって都
市のグランドデザインを決め、土地利用を概略定めるととも
に、上下水道施設の立地、配置を検討する。配水管網と下水
管ルートを定めて管径や流量を決定する。浄水場もしくは終
末処理場施設の容量計算を行う。作業過程で現れる問題を議
論、検討しながら進め、一連の作業を図面や計算書資料にま
とめる。配水管網の設計はコンピュータを利用する。また、
時間の関係で、一部作業を割愛、簡略化することもある。

プレゼンテー
ション ✎

計画・設計作業のまとめを本演習での成果として各自が発表
する。全員で議論を行い、本演習で実施した全般について理
解を深める。

【教 科 書】使用しない。適宜プリントを配布する。
【参 考 書】「水道施設設計指針 ✾➃✒✰★✖★✪★✖✹ 」（日本水道協会）、「下水道施設計画・設計指針と解

説 ✾✱✎✩✦✖✦✰✘ 年版 ✹ 」（日本下水道協会） 　など

☞✍✌✗✜✰✣



地球工学科

地球工学デザインＩＩ（土木工学コース ❜ ❁✗❃✖❃✩%✪❂❽ ❚✢❩✱✷❀❙✪❄❪◗❲❱✓❚✩❇❊❍✭✷❀❩❈❚♣❫❴❉✖❇♣❑☛▼✼❉✖◆✸❖✰▼✵◗❝❄✗❙✪✷❀❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✗❙✈✤✱✤✡✾ ① ✷❀❾✄✷✼▼P◗❘❄✗❙✖✷✼❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✸❙☎✹
【配当学年】✘ 年前期
【担 当 者】松本 　勝・宮川豊章・服部篤史・関 　文夫
【内 容】前半の講義では，鋼橋の構造力学的設計に関わる荷重・外力論と構造物の設計法

を説明するとともに鋼構造物の形態的，造形的特徴からその景観設計の考え方について述
べる．また，後半の講義では鉄筋コンクリートおよびプレストレスコンクリートの基礎理
論およびデザイン，部材設計に関する講義と演習を行う．
　成績評価は、中間レポート ✾ 製作含 ✹ 、期末レポート等を総合的に勘案して行う ✾ 中間レ
ポート ✙✪★ 点、期末レポート ✙✰★ 点、合計 ✎✢★✪★ 点満点 ✹ ．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

鋼構造物に作
用する荷重，
外力の評価

✒ 鋼構造物に作用する種々の荷重，外力（死荷重，活荷重，地
震荷重，風荷重等）と構造物の応答について説明する．

鋼構造物の造
形的特徴と形
態論

✛
特に橋梁について，それらのデザインコンセプトとその表現
方法に事例を紹介すると共に，造形的・形態的特徴をイメー
ジ言語によって表し，望ましい構造物の景観・形態について
説明する．

エスセティック
ス，エコデザ
イン，シナリ
オデザイン

✎
コンクリート及びコンクリート構造物の美学，エココンク
リート及びコンクリート緑化の考え方，実例，ならびにコン
クリート構造物の寿命，リハビリテーション，メンテナンス
について解説する．

プレストレス
トコンクリー
トの設計

✘

プレストレッシングの基本理念，プレストレスの導入方法に
ついて概説するとともに，プレストレスの時間的減少のメカ
ニズムとその評価方法について述べる．さらに、プレストレ
ストコンクリートの曲げ及びせん断挙動の解析と設計に関す
る基礎理論を講述するとともに，曲げに対する断面の設計法
について述べる．

期末試験 ★ 実施しない。

【教 科 書】後半について，岡田清監修，藤井学・小林和夫共著 ❻ プレストレスコンクリート
構造学 ✾ 国民科学社 ✹

【参 考 書】その都度指示する．
【予備知識】構造力学 ✤ 及び演習，構造力学 ✤✱✤ 及び演習，構造力学 ✤❈✤✱✤ ，構造実験，材料学，

コンクリート工学を履修しておくことが望ましい。
【そ の 他】オフィスアワーは特に設けない．随時，各教員室 ✾ 松本・関 ✎✪✎✩✘ 号室、宮川・服

部 ✘[✎✢✒ 号室，いずれも工学部 ✙ 号館 ✹ を訪れること．
一部省略，追加，および順序の変更があり得る．

☞✍✌✗✜✰✦



地球工学科

地球工学デザインＩＩ（資源工学コース ❜ ❁✗❃✖❃✩%✗❃❽ ❚✢❩✱✷❀❙✪❄❪◗❲❱✓❚✩❇❊❍✭✷❀❩❈❚♣❫❴❉✖❇♣❑☛▼✼❉✖◆✸❖✰▼✵◗❝❄✗❙✪✷❀❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✗❙✈✤✱✤✡✾❲⑥✍❚✢❩✱❉✖●✗❇❊❍✭❚✩❩✧◗❘❄✸❙✪✷❀❄✗❚✭❚✩❇❈✷❀❄✗❙▲✹
【配当学年】４年前期 【担 当 者】内容欄参照
【内 容】前期の前半において ✾➏❖✖✹ または ✾⑧◆U✹ のいずれかを，後半において ✾➏❍✩✹ または ✾➏❋✸✹

のいずれかを選択して履修すること．詳しい授業計画は開講時にガイダンスする．
　✾➏❖✖✹ の担当者 ❻ 斎藤・村田 　✾❴◆U✹ の担当者 ❻ 宅田・藤本・浜
　✾➏❍✩✹ の担当者 ❻ 松岡・山田 　✾⑧❋✸✹ の担当者 ❻ 朝倉・塚田・李

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

✾⑧❖✖✹ 前半 ✎✭✘

資源開発における岩盤工学の果たす役割とその重要性，及び
地下大空洞や大規模斜面を設計する上で重要な要素となる岩
石・岩盤破壊の評価に関連した岩石の破壊現象及び破壊条件
について講義する．また，岩石・岩盤の最も基礎的な物性で
ある弾性係数・圧縮強度・引張り強度・弾性波伝播速度の測
定法，及び岩石の破壊現象ならびに破壊条件について演習及
び実験を通じ学習させる．さらに，簡単なモデル実験と有限
要素法解析を用いて，地下空洞の変形破壊に大きく影響を及
ぼす空洞周辺に発生する応力について理解を深めさせる．

✾❴◆U✹ 前半 ✎✭✘
流体力学，伝熱学，塑性学における基礎的事項を題材として
数値シミュレーションについて学習させる．自らプログラミ
ングし，その結果をグラフィック化する経験を通じて数値シ
ミュレーションの基礎と応用について体得させる．

✾⑧❍✩✹ 後半 ✎✭✘

地下資源開発や岩盤構造物建設を題材として，地殻や岩盤の
調査及び探査，評価，解析ならびに採掘計画や設計施工に至る
一連の流れにおける地質調査の役割と考え方，各種地質調査・
計測技術とその適用，得られた地質情報の解析と評価・利用技
術について解説するとともに，実例を対象とした演習や実習を
通じて，これらに関する基本的な考え方や方法を体得させる．

✾⑧❋✸✹ 後半 ✎✭✘

単純なシステムの動的挙動を対象として，現象の計測，対象
のモデル化，制御系の設計・製作を実習することによって，計
測と制御（アナログとデジタル）及び電気回路製作の基礎を
学ばせる．✎ 自由度振動系のアクティブ制振を取り上げ，計測
（振動現象のパソコンによる自動計測），理論（現象の理論モ
デル及び振動制御の理論），設計（制御系設計実習），製作１
（パソコンを核とした制御システムの構築），製作 ✒（電気回路
による制御系の実現及び回路製作とその評価）を学習させる．

【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略，追加がありうる ❼

☞✍✌✄✣✖★



地球工学科

地球工学デザインＩＩ ① 環境工学コース ❜ ❁✗❃✖❃✩%✪❯❽ ❚✢❩✱✷❀❙✪❄❪◗❲❱✓❚✩❇❊❍✭✷❀❩❈❚♣❫❴❉✖❇♣❑☛▼✼❉✖◆✸❖✰▼✵◗❝❄✗❙✪✷❀❄✗❚✩❚✭❇❊✷✼❄✗❙✈✤✱✤✡✾⑧◗❝❄✄❾☎✷❀❇❊❉✪❄✗❵❞❚✭❄☎❆❳❖✰▼❿◗❘❄✗❙✖✷✼❄✸❚✭❚✭❇❊✷❀❄✗❙☎✹
【配当学年】４年前期
【担 当 者】武田信生・高岡昌輝・松井利仁・山本浩平
【内 容】✔ 年次までに会得した工学原理をもとに、環境施設の具体的な問題に対して創造

的にアプローチする。前半の講義では、環境施設のうちの廃棄物処理施設に関する基本計
画および設計を行う。後半の講義では、環境施設から排出される大気汚染物質の挙動の予
測手法および施設からの騒音制御手法について習得し、具体的な計算を行う。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

廃棄物の排出
量予測と基本
計画

✔ 都市ごみ、産業廃棄物の発生量予測法を習得し、具体的な都
市を想定して設計のための基礎数値を算定する。

廃棄物焼却施
設の基本設計 ✔ 燃焼計算を中心とした熱・物質収支の取り方を習得し、具体

的な設定条件に基づいて基本設計計算を行う。
大気汚染物質
の拡散計算

✔ 大気汚染物質の拡散予測手法を習得し、具体的な設定条件に
基づいて、予測計算を行う。

施設からの騒
音制御手法 ✔ 環境施設からの騒音予測および騒音制御手法について習得し、

具体的な設定条件に基づいて予測計算を行う。
結果の反省と
評価 ✎ 前回までに行ったそれぞれの計算結果について、総合的に議

論を行い、評価し問題点を挙げる。

【教 科 書】プリントを配布する。
【参 考 書】その都度指示する。
【予備知識】既習の原理や理論が基礎になるので、関連科目の履修が望ましいが、必須では

ない。

【そ の 他】当該年度の授業回数などに応じて一部省略、追加があり得る。

☞✍✌✄✣✸✎



地球工学科

学外実習第二 ❁✗❃✢❂✪❯✪❂
❧ ( ❉✰❆♣-.❇❊❖✪✷✼❄✗✷❀❄✗❙▲✒
【配当学年】４年前期 【担 当 者】関係教員
【内 容】社会基盤施設の整備に取り組む国，地方公共団体，公団，公社などの諸機関にお

いて，構造工学，水工学，地盤工学，計画学などの地球工学の方法論や考え方を，実際へ
の適用例を通して習得させる．

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

構造工学，水
工学，地盤工
学，計画学に
関わる実習

✙
構造物の力学特性およびその合理的設計を実現する構造工学
の方法論，水工構造物の設計の基礎となる水の力学および水
文学，土・岩盤の特性および土構造物の設計の基本的考え方，
各種構造物を合理的に計画する方法論の原理などを実際への
適用例を通して習得させる．

【予備知識】構造力学，水理学，土質力学および計画システム分析等の基礎科目を前提として
いる．

【そ の 他】当該年度の受入機関などに応じて実習内容を決める．
春季休暇中の約１ヶ月間

☞✍✌✄✣☎✒



地球工学科

工学倫理  ✭"❊➊✜②✩"➞'↔❢❡■↕➙↔✞→⑨→⑨➎➃↕➙↔❢❡✧➞✸➍➃➣✢↕➙➑✱➛
【配当学年】４年後期 【担 当 者】大嶌・田中（一）・河合
【内 容】現代の工学技術者、工学研究者にとって、工学的見地にもとづく新しい意味での倫理が必要不可欠になっ

てきている。本科目では各学科からの担当教官によって、それぞれの研究分野における必要な倫理をトピックス
別に講述する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

イントロダクショ
ン（工学部 　大嶌
幸一郎）

➤ 工学倫理とは。なぜいま工学倫理なのか。化学物質と環境問題。レポート等
の提出に関する注意・成績評価基準などのガイダンスも行う。

応用倫理学として
の工学倫理（文学
部 　水谷雅彦）

➤ 工学倫理の基本的な考え方を、他の応用倫理との比較において検討し、現代
の科学技術の特殊性について、哲学的、倫理学的な考察を行う。

環境リスクと環境
倫理（地球工学科
　内山巖雄）

➤ 環境と人間の係わりを認識し、環境負荷を与える我々人間活動と環境リスク
システムについて述べる。次に持続可能な発展から循環型社会を目指すこれ
からの環境工学の役割と環境倫理について講述する。

公共事業に携わる
技術者の倫理（地
球工学科 　木村
亮）

➤ 構造物を支持する基礎構造の開発を例として、公共事業に携わる技術者の倫
理について考える。公共事業の仕組み、新技術開発の難しさ、技術者の閉鎖
性、技術者としての責任感などについて説明する．

建築設計・施工に
おける技術者倫理
（建築学科 渡邊史
夫）

➤ 安全で安心な建物を供給していく為に必要な建築生産における要点を、構造
設計、材料や部材製造及び現場施工の立場から講述する。その中から、建設
産業に係わる技術者が持つべき倫理観を引きださせる。

特許と倫理 ➡ 法学
研究科 松田一弘 ➢ ➠ 知的創造時代における特許制度の役割について基礎的な事項を学びながら、

発明者と社会（公共の利益）、発明者と組織（企業・大学）との関係などを
含め、特許をめぐる倫理問題について考える。

情報倫理（情報学
科 　富田眞治） ➤

現在ウェブにつながれたコンピュータは、我々の生活から切り離せないもの
になってきているが、反面多くの問題を引き起こす可能性もある。ネット
ワークを利用する上で守らなければならない情報倫理について述べた後、ロ
バストな情報システム構築に向けての技術課題について述べる。

遺伝子操作と倫理
（工業化学科 　今
中忠行）

➤ ゲノミクスを背景とした創薬研究など、バイオテクノロジーの発展は著しい。
そのような時代にあって、遺伝子組換え実験、遺伝子組換え食品、遺伝子治
療などにおける倫理と =✞➐❢③✞➓➙↕➙➑⑤➒❳➑⑨➑✱→⑨=✢➍➃➒❳↔✞➑⑨→ ➡⑤④✪D❲➢ の必要性について述べる。

環境と高分子（工
業化学科 　増田俊
夫）

➤
プラスチックなどの高分子物質は現代生活において不可欠となっているが、環境
問題と関係していることもよく知られている。高分子の科学と工業の発展、化
学物質・高分子物質と環境問題との関係、循環型社会の構築、環境 ⑥ エネルギー
問題に対する高分子化学の取り組み、関連技術者の倫理などについて講述する。

ヒトを対象とする
工学（物理工学科➡ 国際融合創造セ
ンター ➢ 　富田直
秀）

➤
本講義ではヒトや医療を対象とした工学設計の実例を提示し，そこに絡む
倫理的な問題を考察する．安全と安心とは根本的に異なった方法で追求され
る．そのどちらもが満足されなければ，社会の中に有益な価値を創出するこ
とはできない．その具体的な方法論に関しても討議をしたい．

２１世紀の課題と
倫理（物理工学科
　石原 慶一）

➤
地球温暖化をはじめ多くのエネルギー・環境問題が話題になっている。これ
らの問題の根本には倫理の問題が常に存在する。それらの特徴を明らかにし
ながら、倫理とは一体何かについて講述し、我々は現代社会を如何に生きる
かについて考察する。

【教 科 書】講義資料を配布する。
【そ の 他】桂キャンパスと吉田キャンパスとで遠隔講義を行う。当該年度の授業回数などに応じて、一部省略、追

加及び講義順序の変更がありうる。 ⑦対応する学習・教育目標 ⑧ 　F ．実践能力 　F G ．職能倫理観の構築

☞✍✌✄✣✖✔



地球工学科

建築工学概論 ❁✪❂✚✌ ✂ ❂
✤❅❄☎❆❈❇❊❉✄❋✗●✸❍■❆❊✷✼❉✖❄❏❆❊❉❞☞♣❇❊❍❳❺✸✷<❆❊❚✩❍■❆❊●✗❇❳❖✰▼✵◗❘❄✸❙✪✷❀❄✗❚✭❚✩❇❈✷❀❄✗❙
【配当学年】✘ 回生後期 【担 当 者】渡邉・上谷・井上・鈴木
【内 容】建築に関する各種構法の初歩的概説および建築の各構成要素について技術的考察

を行う。まず木・土・石の建築などで構成される建築の発生とその後の変遷について、空
間概念・構成を中心に概説する。次に近代建築の構造形式と各構成要素の解説を行い、そ
れらの実現過程と構法計画の基礎的事項を講述する。

【授業計画】
項 　目 回 数 内 　　容 　　説 　　明

建築の始まり
と変遷 ✘

建築の始まりと変遷を、（１）人間の生活の発生に関連して初
源のシェルターとしての建築の機能と意味、（２）古代の日乾
レンガの建築から始まる組積造建築、（３）石造建築の組積造
から軸組構造への発展と構造的展開、（４）木造建築の特徴と
木割りによる構成木組の構造的仕上等、を通じて講義する。

建築物の構造
の仕組み

✙

建築物の構造の仕組みを、（１）建築物に作用する荷重・外
乱、（２）鉄骨構造・鉄筋コンクリート構造・木構造・組積
造・複合構造など構成材料からみた構造法、（３）骨組構造・
シェル構造・吊構造・膜構造など力学的性質からみた構造形
式、の観点から講述する。

建築物の実現
過程 ✘

建築物の実現過程について、（１）企画から設計、施工、維持
保全に至るプロセスの概観と関係する職能・技術者、（２）様々
な在来型および革新的技術、構工法、の観点から講述する。

【教 科 書】構造用教材（日本建築学会）
【そ の 他】⑨成績評価 ⑩ 期末試験により行う。 ⑨オフィスアワー ⑩ 講義時間中に指示する。 ⑨対応

する学習・教育目標 ⑩ ✯ ．専門知識と基礎知識 　✯☛✎ ．科学的問題解決能力

☞✍✌✄✣✪✘
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