


ii iii

③知的財産の活用促進……………………………………………………………………………………………………………… 162
1．知的財産権の取得……………………………………………………………………………………………………………… 162
2．知的財産権の維持管理… …………………………………………………………………………………………………… 164
3．知的財産権の活用……………………………………………………………………………………………………………… 166
4．知的財産に関する手引きの作成… ……………………………………………………………………………………… 173
5．知的財産に関する講演会等の開催… …………………………………………………………………………………… 174

（4）土木技術を活かした国際貢献… ……………………………………………………………………………………………… 176
①土木技術による国際貢献………………………………………………………………………………………………………… 176
1．海外への技術者派遣…………………………………………………………………………………………………………… 177
2．海外への技術協力……………………………………………………………………………………………………………… 183
3．国際的機関の常任・運営メンバーとしての活動…………………………………………………………………… 183
4．国際会議等での成果公表… ………………………………………………………………………………………………… 184
5．土木技術の国際基準化への取り組み…………………………………………………………………………………… 185
②水災害・リスクマネジメント国際センター（ICHARM）による国際貢献…………………………………… 188
1．ICHARMに係る協定更新と ICHARM長期・中期プログラム等の策定………………………………… 189
2．研究活動…………………………………………………………………………………………………………………………… 191
3．研修活動…………………………………………………………………………………………………………………………… 193
4．情報ネットワーク……………………………………………………………………………………………………………… 196
5．現地実践活動… ………………………………………………………………………………………………………………… 197
6．広報活動…………………………………………………………………………………………………………………………… 199

（5）技術力の向上、技術の継承及び新技術の活用促進への貢献……………………………………………………… 200
1．国土交通省等の技術系職員の受け入れ………………………………………………………………………………… 201
2．専門技術者とのネットワーク……………………………………………………………………………………………… 201
3．地域技術力の向上……………………………………………………………………………………………………………… 203
4．地域における産学官の交流連携… ……………………………………………………………………………………… 206
5．新技術活用のための活動… ………………………………………………………………………………………………… 209
6．技術的問題解決のための受託研究… …………………………………………………………………………………… 212

2. 業務内容の高度化による研究所運営の効率化…………………………………………………………………… 214

（1）効率的な組織運営…………………………………………………………………………………………………………………… 214
①柔軟な組織運営……………………………………………………………………………………………………………………… 214
1．柔軟な組織再編… ……………………………………………………………………………………………………………… 214
2．効率的なプロジェクト研究の推進… …………………………………………………………………………………… 215
3．研究ユニット… ………………………………………………………………………………………………………………… 216
②研究支援体制の強化……………………………………………………………………………………………………………… 217
1．研究支援部門の連携…………………………………………………………………………………………………………… 217

（2）業務運営全体の効率化…………………………………………………………………………………………………………… 221
①情報化・電子化の推進等………………………………………………………………………………………………………… 221
1．情報セキュリティの強化… ………………………………………………………………………………………………… 222
2．業務の電子化の推進…………………………………………………………………………………………………………… 223
3．事務処理の簡素化・合理化………………………………………………………………………………………………… 223
4．アウトソーシングの推進… ………………………………………………………………………………………………… 224
5．外部の専門家の活用…………………………………………………………………………………………………………… 225
6．内部統制の充実・強化… …………………………………………………………………………………………………… 225
7．自己収入の適正化と寄附金受け入れ拡大… ………………………………………………………………………… 226



ii iii

②一般管理費及び業務経費の抑制… …………………………………………………………………………………………… 227
1．一般管理費及び業務経費の抑制… ……………………………………………………………………………………… 228
2．随意契約の見直し……………………………………………………………………………………………………………… 229

3. 予算、収支計画及び資金計画……………………………………………………………………………………………… 233

4. 短期借入金の限度額……………………………………………………………………………………………………………… 239

5. 不要財産の処分に関する計画……………………………………………………………………………………………… 240

6. 重要な財産の処分等に関する計画……………………………………………………………………………………… 241

7. 剰余金の使途…………………………………………………………………………………………………………………………… 242

8. その他主務省令で定める業務運営に関する事項等…………………………………………………………… 243

（1）施設及び設備に関する計画……………………………………………………………………………………………………… 243
1．施設、設備の効率的な利用………………………………………………………………………………………………… 244
2．施設の整備・更新……………………………………………………………………………………………………………… 247

（2）人事に関する計画…………………………………………………………………………………………………………………… 249
1．必要な人材の確保と職員の資質向上…………………………………………………………………………………… 250
2．人件費… …………………………………………………………………………………………………………………………… 253

参考資料……………………………………………………………………………………………………………………………………… 255



iv

参考：コラム目次

P60… 愛媛大学との共同研究
「自然由来重金属を含有する排水の植物浄化手法に関する研究」

P61… 官民連携新技術研究開発事業への参加
P64… （独）物質・材料研究機構と連携・協力に関する協定を締結

～社会インフラの強靱化・効率化に資する研究開発を強力に推進～
P68… 国立水文学研究所（ロシア）との研究協力協定及び日露ワークショップの開催
P77… 基盤研究（萌芽）を創設し、内部評価委員会において 12 課題を採択
P86… 競争的資金の獲得と研究の推進

「変状を伴う老朽化トンネルの地質評価・診断技術の開発」
P87… 「革新材料による次世代インフラシステムの構築～安全・安心で地球と共存できる

数世紀社会の実現～」に土木研究所が参画
P93… 融雪による斜面災害に関する技術指導
P94… 東京都大島町を襲った土石流災害における技術指導について
P95… 秋田県由利本荘市で発生した土砂崩落に関する技術指導
P96… 東日本で発生した雪崩災害における土木研究所の技術支援
P101… 稚内北防波堤ドームに関する技術指導
P102… 北海道内の斜面災害等に対する技術指導
P104… 積雪寒冷地における舗装技術検討委員会
P108…「吹雪の視界情報」「冬期道路気象予測システム」の外部への紹介
P112 「美しい山河を守る災害復旧基本方針」の改定において土木研究所の研究成果が反映
P120… ICHARM の佐山研究員が文部科学大臣表彰（若手科学者賞）を受賞
P121… 土木研究所が開発した「深層酸素供給装置を用いたダム湖・湖沼の水質保全技術」が

日本水環境学会「技術賞」を受賞
P122… 国土技術開発賞において「降雨流出氾濫モデル（RRI モデル）」が優秀賞を受賞。

「AliCC 工法」が入賞
P123… 表面含浸工法によるコンクリートの耐久性向上技術が平成 24 年度全建賞を受賞
P124…「泥炭性軟弱地盤対策工マニュアル」平成 24 年度地盤工学会賞（技術業績賞）を受賞
P130… 道路利用者への普及が進む吹雪の視界情報
P131… NHK による防災スポット放送への協力
P132… 一般道路用ワイヤーロープ式防護柵の性能確認試験の実施
P143…「鋼床版き裂の非破壊調査技術」の普及活動
P144… 即時的な河川津波遡上高予測手法の普及活動について
P148… 土研新技術ショーケース 2013 における新たな取組み
P157…「2014 ふゆトピア・フェア…in…釧路」への参加・出展
P164… 25 年度に登録された知的財産権「堤防の漏水抑止方法」他 2 件
P172…「過給式流動燃焼システム」の活用が進む
P179… ジャカルタで開催されたセミナーで災害管理に関する JICA 講師を務めました
P180… インドネシア国マルク州アンボン島における天然ダム決壊と土木研究所の技術支援
P181… フィリピン国ボホール島地震による道路橋の被災調査
P182… インドネシアとの研究連携ワークショップにおいてトンネルに関するセッションを開催
P186… 世界道路協会（PIARC）TC2.4…冬期サービス技術委員会委員として活動
P208… 地域技能技術者等への技術的知見の提供　現地見学を伴う技術者交流フォーラム







2 3

１（１）①　社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応

■年度計画における目標設定の考え方
　中期計画においては、科学技術基本計画、国土交通省技術基本計画、北海道総合開発計画、食料・農業・
農村基本計画、水産基本計画の上位計画を踏まえた形で中期目標に示された 4つの目標に対応すべく図－
1.1.1 の 6 つの重点的研究開発課題を掲げ、その解決に向けてプロジェクト研究、重点研究を重点的かつ集中
的に実施することとしている。また、その実施に当たっては、全体の研究費のうち概ね 75％以上を充当す
ることとした。なお、社会情勢の変化等により、早急に対応する必要があると認められる課題が発生した場
合には、当該課題に対応するプロジェクト研究を立案し、取り組むものである。

図－1.1.1　中期計画の目標と重点的研究開発課題
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１（１）①　社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応

表－1.1.1　第 3期中期計画の16のプロジェクト研究

4つの目標 6つの重点的研究開発課題 プロジェクト研究課題

ア）�安全・安心な
社会の実現

①激甚化・多様化する自
然災害の防止、軽減、
早期復旧に関する研究

プロ－１．�気候変化等により激甚化する水災害を防止、軽減するため
の技術開発

プロ－2．�大規模土砂災害等に対する減災、早期復旧技術の開発

プロ－3．�耐震性能を基盤とした多様な構造物の機能確保に関する研
究

プロ－4．雪氷災害の減災技術に関する研究

プロ－5．防災・災害情報の効率的活用技術に関する研究

イ）�グリーンイノ
ベーションに
よる持続可能
な社会の実現

②社会インフラのグリー
ン化のためのイノベー
ション技術に関する研
究

プロ－6．�再生可能エネルギーや廃棄物系バイオマス由来肥料の利活
用技術・地域への導入技術の研究

プロ－7．�リサイクル資材等による低炭素・低環境負荷型の建設材料・
建設技術の開発

③自然共生社会実現のた
めの流域・社会基盤管
理技術の関する研究

プロ－8．�河川生態系の保全・再生のための効果的な河道設計・河道
管理技術の開発

プロ－9．�河川の土砂動態特性の把握と河川環境への影響及び保全技
術に関する研究

プロ－ 10．流域スケールで見た物質の動態把握と水質管理技術

プロ－ 11．地域環境に対応した生態系の保全技術に関する研究

プロ－ 12．�環境変化に適合する食料生産基盤への機能強化と持続性の
あるシステムの構築

ウ）�社会資本の戦
略的な維持管
理・長寿命化

④社会資本ストックの戦
略的な維持管理に関す
る研究

プロ－ 13．�社会資本をより永く使うための維持・管理技術の開発と体
系化に関する研究

プロ－ 14．�寒冷な自然環境下における構造物の機能維持のための技術
開発

⑤社会資本の機能の増進
　・長寿命化に関する研究

プロ－ 15．�社会資本の機能を増進し、耐久性を向上させる技術の開発

プロ－ 16．�寒冷地域における冬期道路のパフォーマンス向上技術に関
する研究

エ）�土木技術によ
る国際貢献

⑥我が国の優れた土木技
術によるアジア等の支
援に関する研究

プロ－1．�気候変化等により激甚化する水災害を防止、軽減するため
の技術開発（再掲）

プロ－2．�大規模土砂災害等に対する減災、早期復旧技術の開発（再
掲）

プロ－5．�防災・災害情報の効率的活用技術に関する研究（再掲）

プロ－ 11．�地域環境に対応した生態系の保全技術に関する研究（再掲）

プロ－ 13．�社会資本をより永く使うための維持・管理技術の開発と体
系化に関する研究（再掲）

2. プロジェクト研究の概要と研究成果
　25 年度に実施している 16 プロジェクトを表 -1.1.1 に示す。また、プロジェクト研究の概要と代表的な研
究成果を次頁以降に示す。
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１（１）①　社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応

■ 25 年度に得られた成果（取組み）の概要
①全球気候モデルのダウンスケール手法
　全球気候モデルの力学的ダウンスケーリング後
の降水量予測の再現性において、台風の影響を検
証し、台風と流域の距離が大きく影響することが
判明した。（図 -1.1）。

②アンサンブル降雨予測による洪水予測手法
　アンサンブルカルマンフィルタを導入した気象
モデルを用いて、国内のダム流域を対象に台風時
のダム流入量を予測した。6時間先の予測結果は、
アンサンブル予測が決定論的予測よりも高い精度
が確認された（図 -1.2）。

③ 堤防の浸透安全性・耐震性評価技術
　堤防の小規模浸透実験を行い、高速比抵抗探査
システムにより、浸透水の集中通水箇所をほぼリ
アルタイムで捉えることができることがわかった
（図 -1.3）。
　基礎地盤浸透安全性概略評価の検討のため、地
形と表層地質との関係について、地形分類図とボー
リングデータを用い天竜川下流部で検討した結果、
定性的な関係が認められた（表 -1.1）。
　堤防の内部侵食や地震時の堤体液状化に関する
模型実験を実施し、内部侵食の初期変状には間隙
水圧比の関係性が高いこと、堤体液状化による堤
防の被災程度へ堤体の密度が大きな影響を及ぼす
ことを確認した（図 -1.4）。

④ 河川堤防の浸透・地震複合対策技術の開発
　堤防の模型実験により、揚圧力対策工として、
透水トレンチの効果を確認した。また、変形解析
法を改良し、解析値と遠心模型実験による実測値
の堤防天端沈下量の比較により、液状化対策への
適用性を確認した（図 -1.5）。

⑤ 河川津波の波と構造物等の条件による作用波力
の算定手法

　水理模型実験等により、堰や水門のゲートを開
けることによってゲートに作用する波圧や河道全
体の波高を低減させる効果を有することがわかっ
た（図 -1.6）。

表 -1.1　�天竜川周辺のボーリングデータに基づく地
形と表層地質との関係

図 -1.5　�堤防天端沈下量の遠心模型実験の実測値と
改良した解析値の関係

図 -1.6　�模型実験の結果（波高）と状況

図 -1.4　�遠心模型実験による加振後の堤体変形状況
（堤体密度の影響）
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１（１）①　社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応

■ 25 年度に得られた成果（取組み）の概要
① 大規模土砂災害等の発生危険箇所を抽出する

技術の構築
　平成 25 年台風 26 号の豪雨により、伊豆大島
で、土砂災害危険区域内の谷地形が明瞭でない
斜面において表層崩壊が発生。事前に設定した
谷出口以外からの泥流が流出したことにより甚
大な被害が生じた。このため、従来の方法では
抽出されない、火山地域特有の地形特性を考慮
した土砂災害危険箇所の設定方法について研究
計画を変更し、新たに着手した（図 -2.4）。

②大規模土砂災害等に対する対策技術の構築
　従来型ポケット式落石防護網の構成部材のエ
ネルギー吸収量の算定や数値解析における材料
構成則等の設定を目的として、大型静的・衝撃
載荷実験を実施し、その挙動について検討を
行った。また、過年度実施の実規模重錘衝突実
験を対象に数値解析手法の妥当性を検討すると
ともに、従来設計法の設計適用範囲等について
とりまとめた（図 -2.5）。

③大規模土砂災害に対する応急復旧技術の構築
　土砂災害を対象とした大型土のうを存置した
復旧工法の性能評価について、以下のような条
件で遠心模型実験を行った。
　1）地山の有無による影響
　2）背面地山の形状の違いによる影響
　3）上載盛土設置の有無による影響
　この結果、災害現場で多い地山の接近した条
件では変形量は多いものの、安定補助工法であ
る補強土の機構に沿った樽型の変形モードが見
られ、補助工法の有効性が確認された。一方、
上載盛土があると、最上段が大きな変形を示し、
補強土工法の効果が十分発揮されず、対策が必
要なことが分かった（図 -2.6）。

図 -2.4　�台風 26号豪雨による伊豆大島の表層崩壊（関
東地方整備局提供）

大型衝撃載荷実験状況

実規模実験状況 数値解析結果例

図 -2.5　落石防護網の実験状況と数値解析

図 -2.6　大型土のう実験ケースとその結果
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１（１）①　社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応

■ 25 年度に得られた成果（取組み）の概
要
① リアルタイム計測情報を活用した土砂災害危

険度情報の作成技術の開発
　きめ細かな警戒避難情報の作成を目的とし
て、これまでに開発した「豪雨による土砂災害
発生時刻予測モデル」、「斜面及び渓流の監視情
報」の運用方法を検討するため、マルチエージェ
ントモデルを用いた基礎的な検討を実施した。
降雨による崩壊発生～土石流～氾濫の一連の現
象に伴う住民の避難行動をモデル化するととも
に避難開始時刻の違いによる避難所要時間の変
化を検討した（図 -5.4）。

② 総合的な洪水・水資源管理を支援する基盤シ
ステムの開発
　25 年度は、アジア域における総合洪水解析シ
ステム（IFAS）のパラメータ設定手法の標準
化の検討と、はん濫の影響を考慮した流出解析
手法の開発を行った。具体的には、全球規模の
土質分布に応じた標準パラメータに加えて、詳
細な地質調査結果が得られた場合には、それを
モデルパラメータに容易に反映することがで
きるインターフェイスの改良を実施した。ま
た、インダス川下流域のような低平地において、
はん濫の影響を考慮した流出解析を行うため、
IFAS と氾濫予測を行う RRI モデルを連結させ
たインターフェイスを開発した（図 -5.5）。

③ 人工衛星を用いた広域洪水氾濫域・被害規模
および水理量推定技術の開発
　25 年度は、流出家屋位置・戸数推定アルゴ
リズムの開発の一環として、高分解能 SAR衛
星データを用いて流出家屋の定量的な推定手法
を試み、確立した。抽出された家屋戸数の推定
結果より、（1）ピクセル単位の家屋の判定は困
難であるため、建物単位の流出率推定アルゴリ
ズム（2）判読分析を行うため高分解能画像の
オブジェクトに分割した上でのクラス分類（3）
建物の棟数で評価した精度と面積で評価した精
度の比較、など今後の課題も明らかになってき
た（図 -5.6）。

図 -5.4　�マルチエージェントモデルによる避難行動シ
ミュレーションの事例

図 -5.5　IFASと RRI モデルの連結イメージ

図 -5.6　�衛星観測範囲内（陸前高田市の沿岸部）で推
定した家屋

　　※(1) 津波前後の2時期カラー合成SAR画像
　　　　　(地上分解能2.5m)
　　　�(2) 空色は流出して消えた建物、青色は残留家屋や建物、
　　　　　赤いピクセルは流出物などと推定できる。
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図 -8.6　根系による土砂緊縛効果

■ 25 年度に得られた成果（取組み）の概要
①物理環境変化による河川生態系への影響解明
　ADCP による濁度の推定方法について現地実験
を通じ適用濁度範囲を拡大させるとともに、河川
由来の流入濁質の拡散範囲を推定可能な流動モデ
ルを構築した。また、冷水性魚類の産卵床について、
選択性指数による判定結果の定量的な評価を行う
手法を提案するとともに、水理実験により河岸付
近の流速は護岸粗度だけでなく、河床材料の粒径
も影響することが示唆された。さらにハリエンジュ
は、冠水による撹乱と河床変動が少ない箇所に侵
入すること、その抑制のためには撹乱が必要であ
ることを明らかにした（図 -8.2 ～ 4）｡

②河川環境の評価技術の開発
　阿賀野川水系阿賀川と五ヶ瀬川水系北川を対象
に、植物群落保全の優先度評価の開発を行った。
イシガイ類を指標とした氾濫原評価手法を他河川
へ適用し、氾濫原保全の物理量を定量化した（図
-8.5）。

③ 生物生息場を考慮した河道設計 ･ 管理技術の開
発

　結氷下の水質観測を実施し､ 底質によって溶存
酸素が消費され、栄養塩が溶出することを確認す
るとともに、天塩川においてヤマトシジミの現存
量は底質の粒径組成の影響が低いことを確認した。
砂州が発生する河道条件を踏まえた河道整備によ
り、冷水性魚類の産卵環境を改善できる可能性を
示した。河道内樹林の伐採後の流況変化を踏まえ
た伐採方法の留意点を整理するとともに、トータ
ルコストを考慮した樹林管理手法を提案した。イ
シガイ類の生息に適した水域形状とそれが維持さ
れ易い平面位置・掘削高さについて検討するとと
もに、氾濫原環境の評価手法の精度向上を図った。
さらに、多自然護岸工法に関して、個別施工箇所
を対象とした現地調査を行い、機能低下要因の解
明に向けた分析を行った。また、植生の根系がも
たらす土砂緊縛効果を模型実験からモデル化し、
実験結果の再現検証を行った（図 -8.6）。

図 -8.3　産卵床数と交互砂州の発生条件

図 -8.4　ハリエンジュの侵入と成長の機構

図 -8.5　イシガイ類の水域内分布と等深線
図．色別にイシガイ（青）、トンガリササノハガイ（緑）、
ドブガイ属（桃）の割合を、数字は総採捕個体数を示す
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１（１）①　社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応

■ 25 年度に得られた成果（取組み）の概要
①冬期路面管理水準の判断支援技術の開発
　冬期路面管理水準の妥当性の検証するために、
連続路面すべり抵抗値測定装置（CFT）を用いて
現道における路面すべり抵抗モニタリング調査を
行った。また、路線のすべり特性を説明するため
の基礎的分析を行い、すべり分布の再現性を気温
と降雪の有無により検証した。

② 効率的な冬期路面管理のための複合的路面処理
技術の開発

　密粒度舗装を対象として野外走行試験を実施し、
すべり抵抗値、路面氷膜厚、塩濃度等を測定し、
その結果から路面氷膜厚とすべり抵抗値の関係を
明らかにして散布後のすべり抵抗値を推定する手
法を構築した（図 -16.5）。

③  ICT を活用した効率的、効果的な除雪マネジメ
ント技術の開発
　除雪機械稼働情報を可視化し、除雪作業効率を
分析・評価する、「除雪作業効率分析・評価手順資
料（案）」を作成した。また、除雪機械稼働情報を
システム上で可視化する「可視化機能」を開発し
た（図 -16.6）。

④ 積雪期における安心・安全な歩道の路面管理技
術の開発

　バリアフリー区間の縦断勾配設計に関し歩行実
験による主観的評価（図 -16.3）を行った。また、
雪氷路面処理装置の排雪機能と不陸追従性の向上
を図り、性能確認試験を実施した（図-16.7）。さらに、
すべり止め材散布技術および雪氷路面処理装置の
効果を歩行実験により検証した。

⑤郊外部における車線逸脱防止対策技術の開発
　23 年度に開発した高速道路用柵に続き一般道路
用柵の性能確認試験（図 -16.8）を平成 26 年 3 月
に実施した結果、防護柵設置基準のすべての基準
値を満足し一般道路用の新たな防護柵の開発に成
功した。大型車用ランブルストリップスについて
は冬期路面状況下での被験者走行実験を行い、警
告効果と安全性の観点から技術仕様を検討した。

図 -16.5　路面氷膜厚とすべり抵抗値

図 -16.6　可視化機能を用いた除雪情報の可視化例

図 -16.7　雪氷路面処理装置の性能確認試験

図 -16.8　一般道路用柵の性能確認試験
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3．重点研究の概要と研究成果
　25 年度は、表 -1.1.2 に示す 57 課題の重点研究を実施した。このうち 5課題は 25 年度に開始し、13 課題は
25 年度に終了した課題である。例えば、「ICT施工を導入したロックフィルダムの施工管理方法の合理化に
関する研究」では、強度のばらつきを考慮したすべり安全性の影響や変形性のばらつきを考慮した堤体沈下
の影響についての検討を行い、ICT施工を導入した場合のロックフィルダムの品質管理手法についてデータ
のばらつきを考慮した品質管理基準に関する提案を行ったほか、「氷海の海象予測と沿岸構造物の安全性評
価に関する研究」では、オホーツク海に面した港湾を対象に、将来の波高変化による防波堤への影響を検討し、
消波ブロックの大型化や堤体の拡幅が必要であることを明らかとしたことなど、所要の成果が得られた。
　25 年度計画に記された課題の成果は、本報告書巻末の参考資料－ 4「25 年度に行った重点研究の成果概要」
に記載する。以下に重点研究の代表的な成果例を示す。

No. 重点研究課題名 担当 研究期間

1※ 盛土施工の効率化と品質管理向上技術に関する研究
先端技術チーム
土質・振動チーム
施工技術チーム

H21～H25

2 開発途上国における都市排水マネジメントと技術適用に関する研究 リサイクルチーム H23～H27

3
骨材資源を有効活用した舗装用コンクリートの耐久性確保に関する
研究

基礎材料チーム H24～H27

4 ゆるみ岩盤の安定性評価法の開発 地質チーム H22～H27

5
河川事業への遺伝情報の活用による効率的・効果的な河川環境調査
技術と改善技術に関する研究

河川生態チーム H23～H27

6
ダムによる水質・流況変化が水生生物の生息に与える影響に関する
研究

河川生態チーム H23～H27

7 水環境中における未規制化学物質の挙動と生態影響の解明 水質チーム H23～H27

8 下水処理プロセスにおける化学物質の制御技術に関する研究 水質チーム H23～H27

9※
恒久的堆砂対策に伴う微細土砂が底生性生物におよぼす影響に関す
る研究

自然共生研究センター H22～H25

10※ 流水型ダムのカーテングラウチングの合理化に関する研究 水工構造物チーム H22～H25

11※
ICT 施工を導入したロックフィルダムの施工管理方法の合理化に関
する研究

水工構造物チーム H23～H25

12
環境に配慮したダムからの土砂供給施設の開発及び運用に関する研
究

水理チーム H23～H27

13
土石流危険渓流が集中する山地流域における土砂流による被災範囲
推定手法の開発

火山・土石流チーム H23～H26

14 初生地すべりの変動計測システムと危険度評価技術の開発 地すべりチーム H23～H27

15※ 道路ユーザーの視点に立った性能評価法に関する研究 舗装チーム H23～H25

16※ 洪水災害に対する地域防災力評価手法に関する研究 水災害研究グループ H21～H25

17※
全球衛星観測雨量データの海外における土砂災害への活用技術に関
する研究

水災害研究グループ H23～H25

18
河床変動の影響を考慮した設置型流速計による洪水流量観測手法に
関する研究

水災害研究グループ H24～H28

19＊ 防災・災害情報の活用技術とその効果に関する研究 水災害研究グループ H25～H27

20※ 塩害橋の予防保全に向けた診断手法の高度化に関する研究 橋梁構造研究グループ H21～H25

表－1.1.2　重点研究の一覧
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No. 重点研究課題名 担当 研究期間

21※ 構造合理化に対応した鋼橋の設計法に関する研究 橋梁構造研究グループ H21～H25

22※
既設鋼道路橋における疲労損傷の調査・診断・対策技術に関する研
究

橋梁構造研究グループ H21～H25

23※ 非破壊検査技術の道路橋への適用性に関する調査 橋梁構造研究グループ H22～H25

24 鋼床版構造の耐久性向上に関する研究 橋梁構造研究グループ H24～H27

25＊ 繊維シートによるRC床版の補強設計法に関する研究 橋梁構造研究グループ H25～H29

26＊
調査法や施工法の精度・品質に応じた道路橋下部構造の信頼性評価
技術に関する研究

橋梁構造研究グループ H25～H27

27※ 積雪寒冷地における既設RC床版の損傷対策技術に関する研究 寒地構造チーム H22～H25

28 積雪寒冷地に対応した橋梁点検評価等維持管理技術に関する研究 寒地構造チーム H23～H26

29 積雪寒冷地における鋼橋の延命化技術の開発 寒地構造チーム H23～H26

30 既設落石防護構造物の補修・補強技術に関する研究 寒地構造チーム H24～H27

31
泥炭性軟弱地盤における既設構造物基礎の耐震補強技術に関する研
究

寒地地盤チーム H22～H26

32 火山灰地盤における構造物基礎の耐震性評価に関する研究 寒地地盤チーム H22～H26

33
泥炭地盤の変形特性を考慮した土構造物の耐震性能照査に関する研
究

寒地地盤チーム H24～H27

34 時間遅れを伴うトンネル変状の評価法に関する研究 防災地質チーム H23～H26

35
積雪寒冷地における再生粗骨材のプレキャストコンクリートの利用
拡大に関する研究

耐寒材料チーム H23～H27

36 積雪寒冷地における道路舗装の予防保全に関する研究 寒地道路保全チーム H23～H27

37
集中豪雨等による洪水発生形態の変化が河床抵抗及び治水安全度に
もたらす影響と対策に関する研究

寒地河川チーム H23～H27

38 河川結氷災害の現象の解明及び災害対策技術の開発 寒地河川チーム H23～H27

39
積雪寒冷地河川における水理的多様性の持続的維持を可能にする河
道設計技術の開発

寒地河川チーム H23～H27

40
積雪寒冷地域における土丹河床の浸食過程と河川構造物等の影響に
関する研究

寒地河川チーム H23～H27

41 越水等による破堤の被害軽減技術に関する研究 寒地河川チーム H24～H28

42＊ 高流速域における河川構造物の安定性に関する研究 寒地河川チーム H25～H28

43 積雪・融雪状況に適応した寒冷地ダムの流水管理に関する研究 水環境保全チーム H23～H27

44 津波による流氷群の陸上来襲に備えた沿岸防災に関する研究 寒冷沿岸域チーム H23～H27

45※ 氷海の海象予測と沿岸構造物の安全性評価に関する研究 寒冷沿岸域チーム H23～H25

46 冬期道路の走行性評価技術に関する研究

寒地交通チーム
雪氷チーム
寒地道路保全チーム
寒地機械技術チーム

H23～H27

47 積雪寒冷地における新たな交差構造の導入に関する研究
寒地交通チーム
寒地機械技術チーム

H24～H26

48＊ 積雪寒冷地における「2+1」車線道路の設計技術に関する研究 寒地交通チーム H25～H28

49
ライフサイクルに応じた防雪林の効果的な育成・管理手法に関する
研究

雪氷チーム
寒地機械技術チーム

H23～H26
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No. 重点研究課題名 担当 研究期間

50 道路構造による吹きだまり対策効果の定量化に関する研究 雪氷チーム H24～H27

51 水質対策工の長期的な機能維持に関する研究 水利基盤チーム H23～H27

52 大規模農業用水利システムにおける地震等緊急時の管理技術の開発 水利基盤チーム H24～H27

53 空間認識を利用した歩行空間の設計技術に関する研究 地域景観ユニット H23～H26

54
景観機能を含めた多面的評価による道路空間要素の最適配置技術に
関する研究

地域景観ユニット
寒地交通チーム

H23～H26

55 融雪施設の効率的な再生可能エネルギー活用に関する研究 寒地機械技術チーム H23～H26

56 雪堆積場の雪冷熱利用技術に関する研究 寒地機械技術チーム H23～H26

57 積雪寒冷地における河川用機械設備の維持管理手法に関する研究 寒地機械技術チーム H23～H26

No. 欄の「※」印は 25 年度に終了した課題。「＊」印は 25 年度に開始した課題。
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１（１）②　基盤的な研究開発の計画的な推進

■ 25 年度における取り組み
1．基盤研究の実施
　25 年度は、上記目標設定の考え方に基づき、表－ 1.1.3 に示す 120 課題（うち新規 20 課題、終了 37 課題）
の基盤研究を実施した。

No. 基盤研究課題名 担当 研究期間

1 機能的な橋梁点検・評価技術に関する研究 先端技術チーム
H22～
H26

2 非常用施設の状態監視技術に関する研究
先端技術チーム
寒地機械技術チーム

H22～
H26

3 建設作業における安全管理向上に関する研究 先端技術チーム
H24～
H26

4 建設機械へのバイオディーゼル燃料の普及に関する研究 先端技術チーム
H24～
H26

5 人間の視覚特性に着目した街路景観評価手法に関する研究 材料資源研究グループ
H22～
H26

6 現場塗装時の外部環境と鋼構造物塗装の耐久性の検討
新材料チーム
耐寒材料チーム

H22～
H26

7※ 合理的なアルカリシリカ反応抑制対策に関する研究開発
新材料チーム
基礎材料チーム
地質・地盤研究グループ

H21～
H25

8 建設材料の新しい劣化評価手法に関する研究 新材料チーム
H23～
H26

9 機能高分子材料を用いた構造物劣化検出 新材料チーム
H23～
H27

10 未利用アスファルト資源の舗装への適用に関する研究
新材料チーム
舗装チーム

H24～
H26

11※ 再生水利用の安全リスクに関する研究 リサイクルチーム
H21～
H25

12＊
震災時の機能不全を想定した水質リスク低減手法の構築に関する研
究

リサイクルチーム
H25～
H28

13※ 道路高盛土の耐震安全性評価のための現地計測・管理手法の研究 地質・地盤研究グループ
H23～
H25

14※ 河川堤防基礎地盤の原位置バイピング特性調査法の実用化研究 地質チーム
H23～
H25

15※
ダム堤体および基礎地盤の合理的安全性評価による試験湛水の効率
化に関する研究

地質チーム
水工構造物チーム

H23～
H25

16 山地部活断層の地形的把握方法に関する研究 地質チーム
H24～
H26

17＊ 河川堤防の長期的機能低下の評価に関する研究 土質・振動チーム
H25～
H27

18※ 微生物機能を活用した次世代地盤改良技術に関する研究
土質・振動チーム
寒地地盤チーム

H23～
H25

19 地盤の地震時挙動における動的解析手法の適用に関する研究 土質・振動チーム
H23～
H26

表－1.1.3　基盤研究の一覧
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No. 基盤研究課題名 担当 研究期間

20※ 低改良率地盤改良における盛土条件に関する研究 施工技術チーム H22～H25

21※
河道内における移動阻害要因が魚類に及ぼす影響の評価に関する研
究

河川生態チーム H22～H25

22 湖沼における沈水植物帯再生技術の開発に関する研究 河川生態チーム H23～H26

23
河川と周辺域における生態系の機構解明とその評価技術に関する研
究

河川生態チーム H23～H26

24
土砂動態および魚類の移動特性を踏まえた、魚道設計技術に関する研
究

河川生態チーム H24～H28

25※ 地球環境の変化が河川湖沼水質に及ぼす影響の評価に関する研究 水質チーム H21～H25

26※
魚類の繁殖・稚魚の生育試験による下水処理水の安全性評価に関する
研究

水質チーム H23～H25

27※ 亜酸化窒素の水環境中動態に水質が与える影響に関する基礎的研究 水質チーム H23～H25

28 微量金属を対象とした藻類抑制手法の提案 水質チーム H23～H26

29＊
レポータージーンアッセイを用いた再生水の安全性評価に関する研
究

水質チーム H25～H27

30※ 水生生物に蓄積している未規制化学物質の実態の解明に関する研究 水質チーム H23～H25

31 景観と自然環境に配慮した護岸工法の開発 自然共生研究センター H23～H27

32 環境配慮型帯工の開発に関する基礎的研究 自然共生研究センター H23～H27

33
実験河川を用いた河川環境の理解向上のための情報発信手法に関す
る研究

自然共生研究センター H21～H27

34＊ 貯水池に流入する濁質の動態と処理に関する研究 水理チーム H25～H27

35※ 地すべり斜面の地下水観測手法の標準化に関する研究 地すべりチーム H22～H25

36
崩落に至る地すべり土塊の変形プロセスの解明及び崩落範囲推定手
法の開発

地すべりチーム H23～H27

37
すべり面の三次元構造を考慮した大規模地すべりの安定性評価に関
する研究

地すべりチーム H24～H28

38 地すべり対策工における耐震性能評価に関する研究 地すべりチーム H24～H28

39 雪崩対策施設の管理技術の向上に関する研究
雪崩・地すべり研究
センター

H24～H27

40
数値シミュレーションを用いた合理的な雪崩防護施設設計諸元の設
定手法に関する研究

雪崩・地すべり研究
センター

H24～H26

41
道路利用者の視点による道路施設メンテナンスの高度化に関する研
究

道路技術研究グループ H24～H26

42※ 震災被害軽減に資する舗装技術に関する研究 舗装チーム H24～H25

43 舗装マネジメントシステムの実用性向上に関する研究 舗装チーム H24～H26

44＊ セメントコンクリート舗装の適用性に関する研究 舗装チーム H25～H26

45※ 凍結抑制舗装の性能向上に関する研究 舗装チーム H22～H25

46 防水型トンネルの設計法に関する研究 トンネルチーム H24～H26

47
火災等に対する道路トンネルへのリスクアセスメントの適用性に関
する研究

トンネルチーム H23～H26

48＊ 新支保部材を活用したトンネルの設計・施工の高度化に関する研究 トンネルチーム H25～H27

49＊ シールドトンネルの維持管理手法に関する研究 トンネルチーム H25～H28
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No. 基盤研究課題名 担当 研究期間

50※ 既設トンネル不可視覆工の劣化推定・評価技術の開発 寒地構造チーム H23～H25

51※ 新旧コンクリート界面部分の設計・施工技術に関する研究 寒地構造チーム H23～H25

52※ 免震・制震デバイスの低温時性能評価に関する研究 寒地構造チーム H23～H25

53＊
災害発生後の防災構造物に対する調査点検手法と健全度評価に関す
る研究

寒地構造チーム H25～H27

54＊
超高性能繊維補強コンクリートを用いた補修・補強技術に関する基礎
研究

寒地構造チーム H25～H27

55＊ せん断補強による道路橋床版の長寿命化に関する研究 寒地構造チーム H25～H28

56※ 泥炭性軟弱地盤における盛土の長期機能維持に関する研究 寒地地盤チーム H22～H25

57 積雪寒冷地における補強土壁の品質向上および健全度に関する研究 寒地地盤チーム H23～H26

58
特殊土地盤における性能規定化に対応した地盤変形特性の調査手法
に関する研究

寒地地盤チーム H23～H27

59 積雪寒冷地における切土のり面の崩壊危険度評価に関する研究 寒地地盤チーム H24～H27

60
積雪寒冷地における道路のり面の緑化手法および植生管理に関する
研究

寒地地盤チーム H24～H27

61 履歴分析に基づく斜面災害の誘因に関する研究 防災地質チーム H23～H26

62 維持・管理を考慮した地下水環境の評価手法に関する研究 防災地質チーム H23～H26

63
積雪寒冷地における岩切法面の経年劣化に対する評価・対策手法に関
する研究

防災地質チーム H24～H27

64＊ 植物の浄化機能を活用した重金属類の合理的な対策に関する研究 防災地質チーム H25～H27

65※ 表面被覆工法の塩分環境下の凍害に対する耐久性に関する研究 耐寒材料チーム H21～H25

66
積雪寒冷環境下に長期暴露されたコンクリートの耐久性評価に関す
る研究

耐寒材料チーム H23～H27

67 疲労と凍害の複合劣化を受けたRC梁の耐荷力評価に関する研究 耐寒材料チーム H23～H27

68※ 積雪寒冷地における火山灰のコンクリートへの利用に関する研究 耐寒材料チーム H24～H25

69
樋門コンクリートの凍害劣化に対する耐久性および維持管理に関す
る研究

耐寒材料チーム H24～H28

70※ トンネル内舗装のすべり対策に関する研究 寒地道路保全チーム H23～H25

71 簡易な舗装点検評価手法に関する研究 寒地道路保全チーム H23～H27

72 積雪寒冷地の空港舗装の劣化対策に関する研究 寒地道路保全チーム H24～H27

73 積雪寒冷地におけるコンクリート舗装の劣化対策に関する研究 寒地道路保全チーム H24～H26

74 積雪寒冷地の高規格道路舗装の機能向上に関する研究 寒地道路保全チーム H24～H27

75 積雪寒冷地河川の物質輸送に関する研究 寒地河川チーム H23～H27

76
流路の固定化に着目した河道形成機構と持続可能な河道の管理及び
維持技術に関する研究

寒地河川チーム H23～H27

77 寒冷地域における河川津波災害の防止・軽減技術に関する研究 寒地河川チーム H24～H28

78＊ 寒冷地特性を考慮した火山泥流監視システムの開発に関する研究 寒地河川チーム H25～H29

79※ 寒冷地域に適応した河畔林管理に関する研究 水環境保全チーム H22～H25

80※ 寒冷地域に適応した堤防法面植生に関する研究 水環境保全チーム H22～H25

81※
寒冷地急流河川における構造物端部の環境特性と修復手法に関する
研究

水環境保全チーム H23～H25



52 53

１（１）②　基盤的な研究開発の計画的な推進

No. 基盤研究課題名 担当 研究期間

82※ 小港湾における老朽化した防波堤の改良方策に関する研究 寒冷沿岸域チーム H23～H25

83＊ 港湾・漁港における津波漂流物対策に関する研究 寒冷沿岸域チーム H25～H27

84※ 気象・路面状態に応じてドライバーが選択する走行速度に関する研究 寒地交通チーム H23～H25

85※ 地域医療サービスからみた道路網評価に関する研究 寒地交通チーム H23～H25

86※
プローブデータの活用による冬期都市道路の除雪レベルと移動性評
価に関する研究

寒地交通チーム H23～H25

87 除雪水準の変化に対応した冬期路面予測技術の開発に関する研究 寒地交通チーム H24～H27

88 吹き払い柵の防雪機能に関する研究
雪氷チーム
寒地機械技術チーム

H23～H26

89 落氷雪が与える影響の評価手法に関する研究 雪氷チーム H23～H26

90 地震による雪崩発生リスク評価技術に関する研究 雪氷チーム H24～H27

91 路側設置型防雪柵の防雪機能の向上に関する研究
雪氷チーム
寒地機械技術チーム

H24～H27

92 北海道における雪崩予防柵の設計雪圧に関する研究 雪氷チーム H24～H27

93 積雪寒冷地における疎水材型暗渠工の機能と耐久性に関する研究 資源保全チーム H23～H27

94 泥炭農地の長期沈下の機構解明と抑制技術に関する研究 資源保全チーム H23～H27

95 腐植性土壌流域からの水産業有用物質の供給機構に関する研究 資源保全チーム H23～H27

96＊ 石礫処理工法による土壌改良の評価に関する研究 資源保全チーム H25～H28

97※ 北海道におけるパイプラインの構造機能の診断技術の開発 水利基盤チーム H23～H25

98※ 農業水利施設における魚類の生息環境に関する研究 水利基盤チーム H23～H25

99※ 北海道の農業水利施設における自然エネルギーの利用に関する研究 水利基盤チーム H23～H25

100 北海道における景観の社会的効果に関する研究 地域景観ユニット H22～H26

101 道の駅の防災機能向上に関する研究 地域景観ユニット H24～H26

102＊
北海道における街路樹の景観機能を考慮したせん定技術に関する研
究

地域景観ユニット H25～H27

103※
郊外部における電線・電柱類の景観への影響と効果的な景観向上策に
関する研究

地域景観ユニット H23～H25

104※ 分かりやすい案内誘導と公共空間のデザインに関する研究 地域景観ユニット H23～H25

105 コンクリートブロックの据付支援システムの開発 寒地機械技術チーム H23～H26

106 道路法面の雪崩対策における除排雪工法に関する研究 寒地機械技術チーム H23～H26

107 除雪車の交通事故対策技術に関する研究 寒地機械技術チーム H23～H26

108※ 埋雪車両除去技術に関する研究 寒地機械技術チーム H23～H25

109※ 除雪機械配置の最適化に関する研究 寒地機械技術チーム H23～H25

110
タイ・チャオプラヤ川洪水における連鎖的被害拡大の実態に関する研
究

水災害研究グループ H24～H27

111 気候変動による世界の水需給影響及び適応策評価に関する研究 水災害研究グループ H24～H27

112 水災害からの復興までを考慮したリスク軽減手法に関する研究 水災害研究グループ H24～H27

113 フーチングにおける損傷度評価および補強方法に関する研究 橋梁構造研究グループ H23～H27

114※ ひび割れ損傷の生じたコンクリート部材の性能に関する研究 橋梁構造研究グループ H23～H25

115 道路橋基礎の地震時挙動推定方法に関する研究 橋梁構造研究グループ H24～H27
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No. 基盤研究課題名 担当 研究期間

116＊ 軟弱地盤上に設置された道路橋基礎の健全度評価に関する研究 橋梁構造研究グループ H25～H28

117＊ 鋼製の特殊橋における耐震主部材の性能評価法に関する研究 橋梁構造研究グループ H25～H27

118＊ 鋼道路橋の疲労設計法における信頼性向上に関する研究 橋梁構造研究グループ H25～H28

119＊
材料や構造の多様化に対応したコンクリート道路橋の設計法に関す
る研究

橋梁構造研究グループ H25～H28

120＊ ゴム支承の長期耐久性と維持管理手法に関する研究 橋梁構造研究グループ H25～H27

No. 欄の「※」印は 25 年度に終了した課題。「＊」印は 25 年度に開始した課題。

　また、基礎的・先導的な研究開発をさらに推進するとともに、若手研究者の研究意欲を向上させるため、
25 年度の事前評価より基盤研究の中に基盤研究（萌芽）を導入し、他分野や境界領域における新たな研究シー
ズの発掘と土木分野の研究開発への適用可能性の検討を推進することとした。25 年度には提案のあった 16
課題の事前評価を行い、12 課題を 26 年度から開始することとした。






