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第１. 前回幹事会以降の経過報告 

１ 会長談話 

 

The 2016 Kumamoto Earthquake on April 16 and Our Actions 
 

9 May, 2016 

 

Takashi Onishi, President, Science Council of Japan 

Akira Wada and Noriaki Hirose 

Representative Directors, Japan Academic Network for Disaster Reduction  

 

Science Council of Japan (SCJ) and Japan Academic Network for Disaster Reduction 

(JANET-DR, a network of 50 academic societies related to disaster reduction) would like to 

express our condolences for the people who lost lives in the Kumamoto Earthquake and offer 

our heartfelt sympathies for those affected by the disasters. And, we also would like to 

express our gratitude for the helps and sympathies offered by our colleagues abroad. We 

would like to urgently report what occurred in Kumamoto and what actions were taken by 

SCJ and JANET-DR so far. 

 

A series of strong earthquakes attacked Kumamoto and Oita Prefectures in central 

Kyushu in the mid of April. The severe casualties and damages were reported: 49 killed, one 

missing, 18 disaster-related deaths, 1,600 wounded, 63 thousand houses collapsed or 

damaged, and 15 thousands evacuated as of 6 May (183 thousands on 17 April). The first 

strong earthquake was recorded at 21:26, 14 April, 2016, in Mashiki Town, Kumamoto. Then, 

after many small-scale aftershocks, the strongest shock occurred 1:45, 16 April in the same 

town, which was called the main shock of “the 2016 Kumamoto Earthquake”. The 

hypocenters of those earthquakes are situated at shallow depth in Futagawa and Hinagu 

fault zones, two of the most prominent active faults in Kyushu region. The displacement of 

those faults caused more than 1,000 shocks at various seismic intensity in Kumamoto areas. 

The pictures shown on the document No. 1 were taken at the sites, which showed a 

strike-slip fault appeared on a paddy field, wooden houses collapsed in Mashiki Town, 

landslides in Minami-Aso Village and the collapse of Aso-Ohashi road-bridge presumably 

caused by landslide. 

It is obvious that strong shocks caused by the displacement of the active faults in the 

vicinity destroyed mainly old wooden houses which didn’t fit the current seismic design 

standards and killed many people inside them. Some of buildings and infrastructure facilities, 

however, which are supposed to possess adequate seismic capacity were also damaged.  

The damage of the earthquake differs according to the geographical feature and the situation 
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of ground. Therefore, further investigation must be done. 

 

Some of the members of SCJ and JANET-DR went to the disaster area for the urgent 

investigation and had two opportunities to report what learnt from these disasters. 

Firstly, the emergency joint press conference was held on April 18, at the meeting room of 

Japan Society of Civil Engineers with the participation of 43 journalists in order to transfer the 

accurate information of the earthquakes and disasters caused by them from the academics 

to the media as shown on the document No. 2. As a result, many views of experts attended in 

the conference as speakers were cited in many articles. 

Secondly, the urgent report meeting was held on May 2, at SCJ auditorium with the 

lectures from 17 societies and more than 300 participants including 54 journalists as shown 

on the same document No. 2. The lectures on the investigation were made by experts of 

many societies;  

The Seismological Society of Japan, 

The Japanese Society for Active Fault Studies, 

The Japanese Geotechnical Society,  

The Association of Japanese Geographers,  

Geographic Information Systems Association of Japan,  

Japan Society of Civil Engineers,  

Architectural Institute of Japan,  

Japan Association of Earthquake Engineering,  

The Japanese Society of Irrigation, Drainage and Rural Engineering,  

Japan Society of Engineering Geology,  

The Japan Landslide Society,  

Japan Society of Erosion Control Engineering,  

Japan Society of Disaster Nursing,  

Japanese Association of Disaster Medicine,  

Japan Association of Planning and Public Management,  

Japan Society for Disaster Recovery and Revitalization, and 

Japan Society of Material Cycles and Waste Management.  

We would like to appreciate the experts who made precious reports for the understandings, 

lessons and scientific ideas for the further research. 

 

The followings were stressed through lectures and discussions as what we have to:  

1. Understanding and even predicting the further development of the present activities of 

the active faults. Especially, finding how the series of earthquakes will affect other active 

faults or subduction-zones is what the society wants to know. 

2. Understanding the expansion of landslide in mountainous areas where landslides took 

place due to the earthquakes. 
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3. Understanding how the continuous two peaks of large-scale shocks affected the 

destruction of man-made structures. 

4. Considering how we can reduce the people’s anxieties or fears caused by the 

earthquakes. 

5. Considering how we can propagate practical disaster-reduction measures, as the 

Kumamoto earthquake is likely to occur anywhere in Japan. 

6. Considering how we can accelerate recovery and reconstruction making use of the past 

experience of disasters such as effective measures in loss of power, in evacuation center 

management, and so on. 

7. Strongly recommending retrofitting old buildings and housing, everywhere in Japan, 

which do not have the seismic capacity to withstand earthquakes. 

 

We will have another report meeting when our societies finish their initial field survey 

hopefully in July. 

 

２ 会長等出席行事 

月  日 行 事 等 対 応 者 

4 月 23 日(土) 日本学術会議主催学術フォーラム「原子力発電所事故

後の廃炉への取組と汚染水対策」（日本学術会議講堂） 

花木副会長 

4 月 26 日（火）

～5月 1日(日) 

ICSU CFRS ワークショップ(メキシコシティ) 井野瀬副会長 

4 月 26 日（火） 「科研費審査システム改革 2018」説明会（東京大学安

田講堂） 

花木副会長 

4 月 27 日（水） 園遊会（赤坂御苑） 花木副会長 

4 月 28 日（木） 総合科学技術・イノベーション会議有識者会合 大西会長 

4 月 28 日（木) 外国プレス向けブリーフィング「総理への Gサイエン

ス学術会議共同声明の直接提出について」（Foreign 

Press Center） 

大西会長 

花木副会長 

5 月 2 日（月） 日本学術会議主催公開シンポジウム「熊本地震・緊急

報告会」（日本学術会議講堂） 

大西会長 

5 月 17 日(火) 第 36 回 EU-Japan Interparliamentary Meeting レセプ

ション（駐日欧州連合代表部） 

大西会長 

5 月 20 日（金） 第１回科学オリンピック推進会議（文部科学省） 花木副会長 

（注）部会、委員会等を除く。 

 

３ 委員の辞任 

○地域研究委員会・環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 

地球環境変化の人間的側面 (HD) 分科会 

高倉 浩樹（平成２８年４月８日付） 
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第２. 各部・各委員会報告 

 
１ 部会の開催とその議題 

 

（１）第三部拡大役員会（第１５回）（５月２０日） 

①前回の第三部会、総会について 

②次回の夏季部会、市民公開講演会について 

③理学・工学系学協会連絡協議会について 

④その他 

 

２ 幹事会附置委員会の開催とその議題 

 

（１）広報委員会（第２回）（５月１１日） 

①「学術の動向」の企画（案）について 

 

 

３ 機能別委員会の開催とその議題 

 

（１）科学者委員会 学術の大型研究計画検討分科会 臨床医学分野の大型研究計画

評価小分科会（第１回）（４月２５日） 

①役員の選任について 

②評価小分科会における審議事項等 

③利益相反について考え方の確認 

④とりまとめの審議の方法の決定 

⑤今後のスケジュールについて 

⑥その他 

 

（２）科学者委員会 学術の大型研究計画検討分科会 総合工学分野の大型研究計画

評価小分科会（第１回）（４月２６日） 

①役員の選任について 

②評価小分科会における審議事項等 

③利益相反について考え方の確認 

④とりまとめの審議の方法の決定 

⑤今後のスケジュールについて 

⑥その他 

 

（３）科学者委員会 学術の大型研究計画検討分科会 食料科学分野の大型研究計画

評価小分科会（第１回）（４月２７日） 
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①役員の選任について 

②評価小分科会における審議事項等 

③利益相反について考え方の確認 

④とりまとめの審議の方法の決定 

⑤今後のスケジュールについて 

⑥その他 

 

（４）科学者委員会 学術の大型研究計画検討分科会（第１５回）（４月２７日） 

①審査プロセス等について 

②その他 

 

（５）科学者委員会 学術の大型研究計画検討分科会 化学分野の大型研究計画評価

小分科会（第１回）（４月２７日） 

①役員の選任について 

②評価小分科会における審議事項等 

③利益相反について考え方の確認 

④とりまとめの審議の方法の決定 

⑤今後のスケジュールについて 

⑥その他 

 

（６）科学者委員会 学術の大型研究計画検討分科会 地球惑星科学分野の大型研究

計画評価小分科会（第１回）（４月２８日） 

①役員の選任について 

②評価小分科会における審議事項等 

③利益相反について考え方の確認 

④とりまとめの審議の方法の決定 

⑤今後のスケジュールについて 

⑥その他 

 

（７）科学者委員会 学術の大型研究計画検討分科会 土木工学・建築学分野の大型

研究計画評価小分科会（第１回）（４月２８日） 

①役員の選任について 

②評価小分科会における審議事項等 

③利益相反について考え方の確認 

④とりまとめの審議の方法の決定 

⑤今後のスケジュールについて 

⑥その他 

 

（８）科学者委員会 学術の大型研究計画検討分科会 基礎医学分野の大型研究計画



6 
 

評価小分科会（第１回）（５月２日） 

①役員の選任について 

②評価小分科会における審議事項等 

③利益相反について考え方の確認 

④とりまとめの審議の方法の決定 

⑤今後のスケジュールについて 

⑥その他 

 

（９）科学者委員会 学術の大型研究計画検討分科会 歯学分野の大型研究計画評価

小分科会（第１回）（５月９日） 

①役員の選任について 

②評価小分科会における審議事項等 

③利益相反について考え方の確認 

④とりまとめの審議の方法の決定 

⑤今後のスケジュールについて 

⑥その他 

 

（１０）科学者委員会（第２４回）（５月１１日） 

 ①第三部夏季部会・中部地区会議等主催の講演会開催の件 

 

（１１）科学者委員会 学術の大型研究計画検討分科会 人文・社会科学分野の大型

研究計画評価小分科会（第１回）（５月１３日） 

①役員の選任について 

②評価小分科会における審議事項等 

③利益相反について考え方の確認 

④とりまとめの審議の方法の決定 

⑤今後のスケジュールについて 

⑥その他 

 

（１２）科学者委員会 学術の大型研究計画検討分科会 農学分野の大型研究計画評

価小分科会（第１回）（５月１３日） 

①役員の選任について 

②評価小分科会における審議事項等 

③利益相反について考え方の確認 

④とりまとめの審議の方法の決定 

⑤今後のスケジュールについて 

⑥その他 

 

（１３）科学者委員会 学術の大型研究計画検討分科会 機械工学分野の大型研究計
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画評価小分科会（第１回）（５月１３日） 

①役員の選任について

②評価小分科会における審議事項等

③利益相反について考え方の確認

④とりまとめの審議の方法の決定

⑤今後のスケジュールについて

⑥その他

（１４）科学者委員会 学術の大型研究計画検討分科会（第１６回）（５月１６日） 

①審査プロセス等について

②その他

（１５）国際委員会（第２０回）（５月１８日） 

国際業務に参画するための特任連携会員の推薦について 

４ 分野別委員会の開催とその議題 

第一部担当 

（１）史学委員会 文化財の保護と活用に関する分科会（第５回）（４月２２日） 

①諸問題の報告と検討

（ⅰ）文化財保護体制の国際比較―ロシア・モンゴルの事例を中心に

臼井委員 

（ⅱ）文化財保護体制の国際比較―中国・韓国の事例を中心に 

佐川委員 

（ⅲ）文化財保護体制の国際比較―東南アジア地域の事例を中心に 

新田委員 

②今後の分科会開催予定について

③その他

（２）言語・文学委員会 哲学委員会・史学委員会・地域研究委員会合同 アジア研

究・対アジア関係に関する分科会（第５回）（４月２２日） 

①アジア歴史資料センターからの報告、及び意見交換

②提言「新たな情報化時代の人文学的アジア研究に向けて」の

骨子（案）に関する討議

③その他

（３）経営学委員会 経営学大学院教育のあり方検討分科会（第６回）（４月２４日） 
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①今年度の審議スケジュール（審議） 

②経営学大学院教育のあり方検討分科会中間報告書（案）について（審議） 

③海外の経営学大学院の動向について（報告） 

④その他 

 

（４）経営学委員会 ダイバーシティと仕事のあり方に関する検討分科会（第５回）

（４月２４日） 

①仙石 正和 委員からのご報告および討議 

②その他 

 

（５）心理学・教育学委員会 公正原理を重視する公教育分科会（第６回）（５月１

３日） 

①報告 阿部 彩 委員・油布 佐和子 委員 

②その他 

 

（６）心理学・教育学委員会 健康・医療と心理学分科会（第４回）、心理学教育プ

ログラム検討分科会（第４回）合同分科会（５月１３日） 

①公認心理師カリキュラム案について 

②公認心理師カリキュラムの運用と心理学教育の在り方について 

③その他 

 

（７）経済学委員会 ワーク・ライフ・バランス研究分科会（第７回）（５月１７日） 

①提言の内容について 

②その他 

 

（８）法学委員会 「大規模災害と法」分科会（第５回）（５月１９日） 

①濱田 政則 委員（土木工学・建築学委員会 元委員長）の報告 

②濱田 政則 委員の報告を受けてのディスカッション 

③その他 

 

（９）社会学委員会 社会変動と若者問題分科会（第６回）（５月１９日） 

①地域における若者支援について 

 現場での取り組みに関する報告を踏まえた議論 

  ＮＰＯ法人全国地域結婚センター 理事長 板本 洋子 

  ＮＰＯ法人ほっとプラス代表理事 藤田 孝典 

②シンポジウムについて 

③提言について 

④その他 
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（１０）第一部 人文・社会科学の役割とその振興に関する分科会（第３回）（５月

２０日） 

①第一部文書「危機を克服し、社会の期待に応える人文・社会科学の発展のために」 

②その他 

 

第二部担当 

 

（１）基礎医学委員会 病原体学分科会（第３回）（４月２２日） 

①特任連携会員の継続について 

②平成 27 年度の活動報告 

③応用昆虫学分科会との合同提言について 

④平成 28 年度の活動方針 

⑤その他 

 

（２）第二部 ゲノム編集技術のあり方検討分科会（第１回）（４月２２日） 

①本分科会の課題別委員会への移行について 

②その他 

 

（３）基礎生物学委員会・統合生物学委員会・農学委員会・基礎医学委員会・臨床

医学委員会合同 総合微生物科学分科会（第３回）、基礎生物学委員会・農学委

員会・食料科学委員会・基礎医学委員会・臨床医学委員会合同 ＩＵＭＳ分科会

（第３回）、基礎医学委員会 病原体学分科会（第３回）合同会議（４月２２日） 

①特任連携会員について 

②ＩＵＭＳ分科会について 

③病原体学分科会について 

④日本微生物学連盟 平成 27 年度決算案、平成 28 年度予算案について 

⑤日本微生物学連盟主催フォーラムについて 

 （ⅰ）第 6回連盟主催フォーラム「人類は感染症を克服できるのか」について 

 （ⅱ）2016 年度連盟主催フォーラムについて 

⑥生物多様性条約と名古屋議定書について 

⑦次回の分科会合同会議・連盟理事会について 

⑧その他 

 

（４）食料科学委員会 水産学分科会（第８回）（４月２２日） 

①参考人からの報告 

②地球温暖化時代における持続可能な水産業のあり方について 

③「生物多様性条約・名古屋議定書」に関する農学分野の課題について 

④Ｇサイエンス候補課題「海洋」報告 

⑤学術の大型研究計画について 
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⑥東京オリンピック・パラリンピック食料調達基準に向けた 

持続可能な水産物のあり方（エコラベル）について 

⑦その他 

 

（５）第二部 生命科学における公的研究資金のあり方検討分科会（第３回）（４月

２５日） 

①ＡＭＥＤに期待すること、ワークショップについての検討 

②科研費審査改革 

③その他 

 

（６）農学委員会 農業生産環境工学分科会（第４回）（４月２６日） 

①ＷＧの活動報告 

②今後の活動計画について（公開シンポジウム、報告書等） 

③大型研究計画について 

④その他 

 

（７）心理学・教育学委員会・臨床医学委員会・健康・生活科学委員会・環境学委

員会・土木工学・建築学委員会合同 子どもの成育環境分科会（第６回）（４月

２７日） 

①成育コミュニティ提言案の査読状況について 

②第 23 期提言の内容についての検討 

③その他 

 

（８）臨床医学委員会 臨床研究分科会（第２回）（５月１１日） 

①臨床研究の質と信頼性確保に向けた産学連携の在り方 

②その他 

 

（９）農学委員会・食料科学委員会合同 ＩＵＳＳ分科会（第３回）、農学委員会 土

壌科学分科会（第３回）合同会議（５月１３日） 

①前回からの経過報告 

②今後の活動方針 

③その他 

 

（１０）薬学委員会 薬学教育分科会（第４回）（５月１３日） 

①日本薬学会のプロダクト確認 

②薬学分野の参照基準（項目１－３、６）の説明 

③今後の進め方 

④次回の日程調整 

⑤その他 
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（１１）健康・生活科学委員会 健康・スポーツ科学分科会（第４回）（５月１３日） 

①提言について 

②その他 

 

（１２）農学委員会・食料科学委員会合同 ＩＵＮＳ分科会（第４回）（５月１４日） 

①IUNS 理事会報告 

②ICN2021 に向けての準備状況 

③IUNS 若手育成ワークショップについて 

④その他 

 

（１３）食料科学委員会・基礎医学委員会・薬学委員会合同 トキシコロジー分科会

（第３回）（５月１７日） 

①本日開催のシンポジウムについて 

②23 期のトキシコロジー分科会の活動報告と今後の活動計画 

③その他 

 

（１４）健康・生活科学委員会 家政学分科会（第８回）（５月１７日） 

①家政学および家庭科教員養成について 

②生活科学系コンソーシアムの総会について 

③その他 

 

（１５）薬学委員会 化学・物理系薬学分科会（第４回）（５月２０日） 

①シンポジウムの打合せ 

②その他 

 

第三部担当 

 

（１）環境学委員会・土木工学・建築学委員会合同 低炭素・健康社会の実現への道

筋と生活様式・消費者行動分科会（第６回）（４月２５日） 

①総会などの報告 

②提言の目次構成案の審議 

③提言の内容に関する審議 

④その他 

 

（２）土木工学・建築学委員会 地球環境の変化に伴う風水害・土砂災害への対応分

科会（第６回）（４月２５日） 

①四国・丸亀市の自主防災組織のその後の動向について（小松委員） 

②第 1回「佐賀低平地への適応策実装検討小委員会」の開催結果について 
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③提言とりまとめの方向性について 

④その他 

 

（３）土木工学・建築学委員会 インフラ健全化システム分科会（第５回）（４月２

５日） 

①話題提供：国土交通省総合政策局公共事業企画調整課 佐藤寿延氏 

②分科会の戦略的提言の具体案に関する審議 

③関連情報の報告 

④今後の予定など 

 

（４）土木工学・建築学委員会 学際連携分科会（第２回）（４月２６日） 

①学際連携の推進活動について（報告） 

②シンポジウム等の開催について（報告・審議） 

③学術研究団体について 

 

（５）土木工学・建築学委員会 知的創造と活動を喚起する環境としての大学等キャ

ンパスに関する検討分科会（第５回）（４月２６日） 

①提言案の検討 

②今後の予定 

 

（６）土木工学・建築学委員会 土木工学・建築学企画分科会（第７回）（４月２６

日） 

①全体会議の進め方 

②第 171 回総会（4月 14 日、15 日）の報告 

③その他（学術フォーラム、シンポジウム、国際会議など） 

④次回の予定 

 

（７）土木工学・建築学委員会 巨大津波に対する国土計画と防災・減災分科会（第

１回）（４月２６日） 

①自己紹介、これまでの経緯および役員選出 

②話題提供・討議(1)：磯部委員「東日本大震災を踏まえた津波防災のあり方」 

③話題提供・討議(2)：目黒委員「巨大地震と津波に備える―今後の地震・津波災害

対策のあり方―」 

④次回の予定 

 

（８）土木工学・建築学委員会（第３回）（４月２６日） 

①開会の挨拶 

②日本学術会議及び分野別委員会の動向 

 （拡大役員会報告、学術の大型研究計画、分科会の構成、 
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  提言の位置づけ・スケジュール、企画分科会報告など） 

③分科会活動報告（機能別委員会・課題別委員会の報告含む） 

④Gサイエンスの共同声明について（質疑応答を含む） 

⑤閉会の挨拶 

 

（９）材料工学委員会 材料工学将来展開分科会（第５回）（４月２７日） 

①素材が製造業を発展させる方策 

 講演「素材が製造業を発展させる方策」 （株）IHI 顧問 中川幸也氏 

②報告事項 

 ・平成 28 年度春期・日本学術会議総会 

 ・材料工学委員会 

③審議事項 

 （ⅰ）人材育成 

 （ⅱ）中・高校、大学における材料工学の知識の普及と啓蒙活動 

 （ⅲ）材料工学分野における女性学生。研究者の増加策 

 （ⅳ）社会人への材料工学再教育 

 （ⅴ）素材が製造業を発展させる方策 

 （ⅵ）提言書あるいは報告書の骨子案 

 

（１０）土木工学・建築学委員会 国土と環境分科会（第６回）（４月２７日） 

①提言執筆作業の基本方針と工程 

②他分科会との提言共同化について 

③その他 

 

（１１）総合工学委員会・土木工学・建築学委員会合同 ＷＦＥＯ分科会（第３回）

（４月２７日） 

①2016 年 3 月開催 WFEO 理事会報告 

②WECC2016 開催報告 

③2016 年以降の活動方針 

 

（１２）材料工学委員会 バイオマテリアル分科会（第５回）（５月６日） 

①マスタープラン申請について 

②主催シンポジウム広報について 

③提言に向けた作業について 

 

（１３）総合工学委員会・機械工学委員会合同 計算科学シミュレーションと工学設

計分科会 計算力学小委員会（第４回）（５月１１日） 

①総合工学委員会、機械工学委員会の活動報告 

②大型学術研究提案について 
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③計算力学参照基準の作成について 

④第６回計算力学シンポジウムについて 

⑤その他 

 

（１４）情報学委員会 ｅサイエンス・データ中心科学分科会（第４回）（５月１２

日） 

①報告事項 

 マスタープラン 2017 の審査について 

 その他 

②ご講演 

③今後の活動について 

 

（１５）化学委員会（第７回）、化学委員会 化学企画分科会（第３回）合同会議（５

月１３日） 

①学術の大型研究マスタープラン２０１７について 

②分科会の活動状況と意思の表出について 

③合同分科会（12 月）について 

④その他（分子研究所長招聘会議最終打合わせ） 

 

（１６）材料工学委員会（第７回）（５月１３日） 

①報告事項 

 （ⅰ）第 171 回総会報告 

 （ⅱ）分野別委員長・幹事会合同員会報告 

 （ⅲ）材料工学分野の大型研究計画評価小分科会報告 

 （ⅳ）材料工学５分科会の活動報告 

 （ⅴ）その他 

②審議事項 

 （ⅰ）分科会からの提案について 

 （ⅱ）学協会連携強化策について 

③次回会議日程 

 

（１７）環境学委員会 環境思想・環境教育分科会（第６回）（５月１３日） 

①提言化に向けての進捗状況 

②『学術の動向』特集について 

③分科会活動今後の予定 

④その他 

 

（１８）地球惑星科学委員会 ＣＯＳＰＡＲ分科会（第２回）（５月１３日） 

①COSPAR 活動報告 
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②パリ会合報告（佐々木先生、中村先生） 

③総会、プログラムに関する意見交換 

④Capacity building WS（新井先生） 

⑤日本の宇宙科学、学術会議での宇宙関連大型計画の議論の報告 

 

（１９）地球惑星科学委員会 ＩＧＵ分科会（第４回）（５月１６日） 

①地名小委員会の委員長・副委員長・幹事選出 

②地名にかかわる講演「日本海呼称にかかわる歴史学の立場からの研究報告」2本 

③IGU の動静について 

④IGU2016 北京会議について 

⑤地理オリンピックについて 

⑥国際地理オリンピック報告 

⑦ICA 小委員会からの報告 

⑧IAG 小委会からの報告 

 

（２０）情報学委員会 環境知能分科会（第４回）（５月１６日） 

①シンポジウムの内容について 

②今年度の活動について 

③その他 

 

（２１）地球惑星科学委員会 ＩＵＧＳ分科会（第５回）（５月２０日） 

①IUGS General Assembly について 

 （ⅰ）代表団リスト 

 （ⅱ）総会で議論されることの整理と投票に向けた議論 

  ・役員選挙（会長、事務局長、財務、副委員長２名、理事４名） 

  ・次々回 IGC 開催地選挙（韓国、ロシア、ドイツほか） 

  ・その他 

②IUGS Task Group 提案について 

③IUGS Commission の動き 

  ・ICS: Chibanian, Anthropocene 問題 

④地学オリンピック三重大会、ジオパークの動向 

⑤各小委員会活動報告 

⑥その他 

 

（２２）第三部附置 「科学技術の光と影を生活者との対話から明らかにする」分科

会（第２回）（５月２０日） 

①先例紹介 

②委員の変更について 

③その他 
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５ 課題別委員会の開催とその議題 

 

（１）オープンサイエンスの取組に関する検討委員会（第９回）（４月２５日） 

①文部科学省学術情報委員会の審議まとめについて 

②研究データ基盤について 

③提言たたき台について 

④その他 

 

（２）東日本大震災復興支援委員会 原子力発電所事故に伴う健康影響評価と国民の

健康管理並びに医療のあり方検討分科会（第６回）（５月６日） 

①小委員会の活動報告 

②福島県県民健康調査検討委員会中間とりまとめについて（清水副委員長より） 

③公開シンポジウムの共催について 

④今後の分科会の方針について 

⑤意思の表出について 

⑥その他 

 

（３）東日本大震災に係る学術調査検討委員会拡大役員会（第２回）（５月１１日） 

①東日本大震災に関する学術調査・研究活動アンケートについて 

②その他 

 

（４）東日本大震災復興支援委員会 原子力発電所事故に伴う健康影響評価と国民の

健康管理並びに医療のあり方検討分科会 原子力発電所事故被災住民の「二重の

地位」を考える小委員会（第６回）（５月１３日） 

①提言の取りまとめの方向について 

②その他 

 

（５）科学者に関する国際人権問題委員会国際人権対応分科会（第３回）（５月１３

日） 

①前回議事要旨の確認 

②第２３期分科会審議案件について 

③その他 

 

（６）フューチャー・アースの推進に関する委員会（第８回）（５月１３日） 

①ＦＥの学術会議提言と今後の課題 

②ＦＥの国際動向 

③ＦＥの国内体制について 

④ＦＥの今後の研究推進と予算措置へ向けた方策 



17 
 

⑤その他 

 

（７）フューチャー・アースの推進に関する委員会フューチャー・アースの国際的

展開対応分科会（第８回）（５月１３日） 

①FE 科学委員会、関与委員会及び評議会への委員の派遣について  

②FE 関連のコアプロジェクト関連会議へ支援について 

③その他 

 

（８）学術研究推進のための研究資金制度のあり方に関する検討委員会（第５回）（５

月２０日） 

①研究資金の現状について（民間企業からのヒアリング） 

②今後の進め方について 

③その他 

 

（９）科学技術を生かした防災･減災政策の国際的展開に関する検討委員会（第３回）

（５月２０日） 

①前回議事録の確認  

②防災・減災政策の国際的展開に関する国際会議開催のコンセプトについて 

③その他 

 

６ 若手アカデミーの開催とその議題 

 

 なし 

 

７ サイエンスカフェの開催 

 

 なし 

 

８ 総合科学技術・イノベーション会議報告 

 

１．本会議 

 

５月１３日   第 19 回総合科学技術・イノベーション会議  欠席 

 

２.専門調査会 

 

５月１２日   第 3 回科学技術イノベーション政策推進専門調査会  欠席 

 

３. 総合科学技術・イノベーション会議有識者会合 
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４月２８日   出席 

５月１２日   欠席 

５月１９日   欠席 

 

９ 記録 

 

分野別委員会関係 

文書番号 作成日 委員会等名 標題 

SCJ第23期

280427-23551300-054

平成28年 

4月27日 

総合工学委員会原子

力事故対応分科会 

記録「Reflections and Lessons 

from the Fukushima Nuclear 

Accident(Record)」 

 

若手アカデミー 

文書番号 作成日 委員会等名 標題 

SCJ第23期 

280426-23600-010

平成28年 

4月26日 

若手アカデミー若手

科学者ネットワーク

分科会 

記録「若手研究者ネットワーク

アニュアルレポート2015」 

 

 

１０ インパクト・レポート 

 

提言「科学者コミュニティにおける女性の参画を拡大する方策」 

インパクト・レポート 

 
１ 提言内容 

・ポジティブ・アクションを拡充し、その実施状況、機能実態を調査・評価・公

表・是正勧告する権限を有する専門機関を設置する。 
・ジェンダー・センシティブにデータを収集・整理し、それに基づきジェンダー

平等を目指す取組みのガイドラインを作成し、大学・研究機関等の評価に加え

る。 
・科学者コミュニティ全体として、女性の参画拡大を推進する。そのために、大

学や研究機関に加えて、学協会等の学術団体も推進対象機関に含める。 
・研究者のワーク・ライフ・バランス向上のため、多様なライフスタイルに配慮

した「選択肢のある仕組み」を構築する。 
・多様な家族のあり方にも対応しうる取組みの制度化を含め、科学者コミュニテ

ィにおける多様性（ダイバーシティ）を多面的に推進する。 
 

２ 提言の年月日 
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平成 27 年 8 月 6 日 
 
３ 社会的インパクト 

(1) 政策 
・「第 4 次男女共同参画基本計画」（平成 27 年 12 月 25 日閣議決定）及び「第 5

期科学技術基本計画」（平成 28 年 1 月 22 日閣議決定）の策定に当たり参考にさ

れた。 
・学術フォーラム「日本の戦略としての学術・科学技術における男女共同参画 －

「第 4 次男女共同参画基本計画」との関わりで－」については、男女共同参画

学協会連絡会の共催、一般社団法人国立大学協会、一般社団法人公立大学協会

及び日本私立大学団体連合会の後援を得て、平成 27 年 12 月 20 日（日）に開

催し、原山優子総合科学技術・イノベーション会議常勤議員、華房実保内閣府

大臣官房審議官（男女共同参画局担当）にも登壇いただき、提言をベースに活

発な議論が行われた。 
 

(2) 学協会・研究教育機関・市民社会等の反応 
・上記学術フォーラムの開催案内は、土木学会の facebook にも掲載された。 
・室蘭工業大学男女共同参画推進室ホームページのリンク集に提言へのリンクが

掲載された。 
・福島大学の平成 28 年度共生システム理工学類／推薦入試の小論文の問題として、

本提言の「はじめに」を除くほとんど全文が引用、出題された。 
 
４ メディア 

特になし。 
 
５ 考察と自己点検 

本提言は、第４次男女共同参画基本計画（2015 年 12 月閣議決定）への参照、反

映を目指し、他機関に先駆けて作成されたものであるとともに、第 5 期科学技術

基本計画の該当箇所に関しても、(科学技術イノベーション会議に出席されていた

大西会長の発言とも相まって)参照された。対応可能かつ臨機応変のタイミングで

の発出と評価できる。 
本提言に明記した 5 つの提言のうち、(1)(2)は、2017 年 5 月に日本で初開催予定

の Gender Summit 10 のセッションとして取り上げられることになった。男女共

同参画分科会の活性化という意味でもその意義は大きい。 
ただし、第 4 次男女共同参画基本法に盛り込まれなかった内容、とりわけ、大学・

研究機関等の評価とその公開、検証の仕組みについては、今後も機会を捉えて主

張を続けていかねばならない。第 5 次基本計画での反映を念頭に、学術会議で現

在設置されているジェンダー関連の分科会と協力しながら、より有効な手法や仕

組みを検討したいと考えている。 
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特筆すべきことは、本提言の「読みやすさ」への評価である。本提言作成に当た

っては、内閣府や文部科学省といった関連省庁、大学・研究機関等といった直接

的な関係者にとどまらず、日本の学術研究を支えるステークホルダーに広く読ま

れることを意識して、「読みやすい文体」を心がけたが、それは奇しくも、大学入

試への出題という形で示されることになった。18 歳選挙権付与という新しい日本

の現実を考えると、非常にうれしい結果だ。いや、学術会議の提言がほぼ全文引

用されるという「想定外の結果」自体が、インパクトを放つ「事件」のように感

じる。今後も提言作成に当たっては、高校レベルの読みやすさを心がけたい。 
 

インパクト・レポート作成責任者      
第 23 期科学者委員会男女共同参画分科会 

委員長 井野瀬 久美惠 
 
 


