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第8回 日本免震構造協会賞－2007－

第8回日本免震構造協会賞は、右に記す諸氏及び作

品を表彰することに決定した。

表彰制度の目的

免震構造の技術の進歩及び適正な普及発展に貢献し

た者並びに建築物を表彰することにより、免震技術の

確実な発展と安全で良質な建築物等の整備に貢献して

いくことが本協会の表彰制度の目的である。

表彰の対象

功労賞は、多年にわたり免震構造の適正な普及発展

に功績が顕著な者に、技術賞は、免震建築物の設計、

施工及びこれらに係る装置等に関する技術としての優

れた成果にそれぞれ贈る。作品賞は、免震構造の特質

を反映した、優れた建築物とする。

表　　彰

2007年6月7日

（社）日本免震構造協会通常総会後

（社）日本免震構造協会表彰委員会委員

神田　順（委員長） 岡部憲明 小幡　学

河村壮一 北村春幸 平島　寛 村井義則

六鹿正治

審査経過

本年度の日本免震構造協会賞のうち、功労賞につい

ては、応募がなく見送った。技術賞については、3件、

作品賞については、8件、計11件の応募があり、慎

重審議の上、委員会で技術賞1件、作品賞3件を選定

し、推薦することを決定した。

初回委員会において、事前に送付された応募書類を

もとに意見交換を行い、技術賞に関しては、3件をヒ

ヤリングの対象に、作品賞は6件を現地審査の対象に

選出した。

技術賞としては、免震技術がさまざまな形で展開さ

れてきている状況の中で、開発成果の独創性、一般性

など優れた成果としてのアピールが問われるが、本年

は、柱脚周りに限定された補強機構を用いた中間層免

震レトロフィットに対して、技術の可能性を広げた成

果を認め、表彰委員会で一致して選定した。

作品賞については2月から3月にわたって現地審査

を実施した。建築作品としての空間構成や免震建築と

しての使われ方について、担当者から直接に説明を受

け質疑応答の機会をもった。今回は建築用途上、内部

の視察が困難な例があった。基本的には応募される以

上は、内外部とも十分な紹介が可能であることを前提

とされるべきと考えるが、審査にあたっては不十分な

現地審査を考慮の上で実施した。

作品賞への応募作品からは、例年、質の高い建築が

増えて来ていることが感じられ、免震構造という特性

が建築空間に生かされており、現地審査においても、

そのことが実感されるものであった。

最終的に選定された3件は、いずれの作品も建築空

間の展開において免震構造としての特性を生かしてお

り、また総合的にも優れた建築作品として高く評価さ

れるものとして、表彰委員会で一致して選定した。

技術的に工夫された作品が、それだけで必ずしも優

れた建築物としての評価に至らない場合があるが、応

募技術や作品はいずれも免震構造の質の高い発展に寄

与するものであり、今回の応募者にお礼申し上げると

ともに、今後も会員の積極的な応募に期待する。

（神田　順）

選　考　結　果
第8回日本免震構造協会賞受賞は下記の4件である。

Ⅰ　技術賞
1）柱脚周りに限定された補強機構を用いた中間層免震レ

トロフィット

株式会社日建設計 向野聡彦、小野潤一郎、

木村征也

Ⅱ　作品賞
1）国立新美術館

株式会社黒川紀章建築都市設計事務所　黒川紀章

株式会社日本設計 人見泰義、中村　伸

鹿島建設株式会社 大野平雄

清水建設株式会社 田中純一

2）東京建設コンサルタント新本社ビル

株式会社東京建設コンサルタント　岸　輝親

株式会社松田平田設計　藤森　智

清水建設株式会社 竹内雅彦、斎藤利昭、野口高行

3）味の素グループ高輪研修センター

味の素株式会社 坂倉一郎

株式会社久米設計 嵐山正樹、依田博基、渡瀬利則

大成建設株式会社 平田尚久

（敬称略）
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技術賞 柱脚周りに限定された補強機構を用いた
中間層免震レトロフィット

概要
近年、中間層レトロフィット工法の適用例が増加している。この

工法は既存建築物の中間特定層を免震化することで地震入力を低減

し、耐震性能を向上させる有効な補強方法である。しかし、高層建

築物や柱の少ないRC系建築物においては1柱あたりの軸力が比較

的大きくなり、地震時に支承周りに生じる大きな偏心応力の処理が

課題となる。

本提案では、柱脚周りの限定された範囲の躯体補強で、大地震時

に免震支承周りに発生する大きな偏心応力に抗し得る力学的な曲げ

戻し機構を実現しつつ、補強改修後の建築計画上の空間の用途に幅

を持たせることができる巧妙な解として、今後の中間層免震レトロ

フィット計画に新たな可能性を示すことができた。

選評
中間層免震レトロフィットは、免震層より上部の階
の機能や使用を停止することなく、工事範囲を限定し
て耐震性能を向上できる有効な改修工法である。ただ
し、アイソレータが安定的にその機能を発揮するため
には、その取り付け部分が剛強であること、アイソレ
ータに伝達される外力が極力単純明快であることが望
ましい。
静岡県庁西館では、各種の補強工法の比較に基づき、
駐車場として用いられている1階の柱20本の下部を
切断して免震部材を設置する中間階免震工法が採用さ
れた。1階部分の車路を確保すること、および2階床
梁部分の既存躯体の補強の必要性から、1階外周部の
柱の切断面より上部に、柱を挟み込む形で剛強なRC
梁がプレストレス圧着工法により増設された。補強梁
の片側長さはスパンの1/4程度である。また、柱脚部
から横にアウトリガー状に張り出した補強梁の下部に
は転がり支承が設けられ、アイソレータに作用する曲
げモーメントを押さえ込んでいる。
補強工法の信頼性を検証するために、FEM解析や
1/2スケールの載荷実験がなされた。ここで用いられ
ている免震部材は特別なものではないが、それぞれの
特長を活かした使い方がされている。
これらの実績は、今後の免震レトロフィットの展開
に大いなる示唆を与えるものであり、技術賞に値する。

（河村壮一）

システム及び特記事項
この技術提案は、静岡県庁西館の耐震改修計画を実現す

る際に発注者要望に対して構造設計上、最も有効な解とし

て発案されたものである。計画条件・要望は、①「想定さ

れる東海地震に対して建物本体の被害を最小限に抑え、大

地震後も庁舎機能を確保すること」②「免震改修工事期間

中も2階以上の事務執務を継続するために、工事中のいかな

る期間にも既存建物の保有水平耐力を下回らないよう施工

方法・手順に十分配慮すること」③「1階は耐震改修後も駐

車場空間とすること」であった。

耐震改修工法としては、東海地震に対して「居ながら補

強」により既存庁舎の耐震性能を向上させるため、1階を免

震層とする中間層免震レトロフィットを採用した。その際、

1階は改修後も駐車場とするため建築計画上、駐車場入口及

び車路を設ける必要があり、外周部の桁行方向にはスパン

全長にわたり補強梁を設けることが困難であった。

そこで既存柱の両側に桁行方向スパンの約1/4程度まで

の限定された範囲にプレストレストコンクリート造補強梁

を既存柱に圧着接合して、その先端に上下方向の支点とし

て水平滑動抵抗≒0なる十字型転がり支承を設けた。これに

より限定された範囲の躯体補強で大地震時に既存柱の柱脚

における支承周りに発生する大きな偏心応力に抵抗し得る

反力機構を実現した。なお、この補強梁は柱切断時のジャ

ッキ仮受けや万が一の支承部材交換に対しても配慮された

ものとなっている。

株式会社日建設計：向野聡彦、小野潤一郎、木村征也

建物外観（撮影：三島　叡）

外周桁行架構　柱脚廻り

柱直下に設けた積層ゴムと補強梁先端に設けた転がり支承
（撮影：三島　叡）

外周部柱軸力
8,000～10,000kN



国立新美術館
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作品賞

建築概要
建 設 地 ：東京都港区六本木七丁目22-1

建 築 主 ：文化庁

設　　計 ：黒川紀章・日本設計共同体

施　　工 ：Ⅰ工区　鹿島・大成・松村JV、

Ⅱ工区　清水・大林・三井JV

竣　　工 ：2006年6月

建築面積 ：13,096㎡ 延床面積：48,580㎡

階　　数 ：地上6階、地下2階　高　　さ：29.5ｍ

構造種別 ：鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造

選評
国立新美術館は、都心部青山霊園に隣接する旧東京
大学生産技術研究所跡地に建てられた我が国を代表す
る美術館である。このような一般に広く知れわたる大
規模公共建築に免震構造を採用したことは評価される。
本美術館は収蔵品を持たない、企画型・公募展のた
めの美術館である。諸外国からの貴重な美術品を地震
国である日本で展示する国立美術館が、免震構造で建
てられたことに大きな意義がある。
本建物は130m×60mの整形な形状を持つ巨大な
展示部とその南側に複雑な曲面のガラスファサードを
持つアトリウムで構成される。展示部は、2,000㎡
の柱の無い展示室を3層積み重ねた効率の良い架構計
画を行い、水平地震力が小さくなる免震構造の利点を
生かすとともに、鉛直荷重を集約することで免震層の
長周期化と合理化を図っている。アトリウムの構造マ
リオン材は曲面のガラスファサードを支持するために
様々の工夫が施されている。また、建物と地面との境
界が、免震構造であると感じさせない処理がなされて
いる。
本建物は免震構造として望ましい美術館でそれを実
現し、免震構造を生かす建築計画、構造計画がなされ
ており、作品賞に相応しい建物である。

（北村春幸）

免震化した経緯及び企画設計等
本建物は、多様化する現代美術など急速に進展する美術

活動にも対応できる、我が国を代表する5館目の美術館とし

て、機能的で利便性の高い展示空間や関連施設が配置され

ている。

免震構造を採用することにより、大地震時に展示作品を

保護するだけでなく、大空間の積層構造を合理的に実現す

るとともに、在来工法では難しい3次曲面の透明感あるガラ

スファサードを持つ無柱空間の大規模アトリウムを実現し

ているのが建築的な特徴となっている。

技術の創意工夫、新規性及び強調すべき内容等
アトリウムは高さ約23m、面積約3,000㎡の無柱空間で

あり、ガラスファサードと一体となった構造マリオンがア

トリウムの屋根を支える架構としている。

ガラスファサードが3次曲面をなすため、構造マリオンは

最大2.8mの大曲がりがあるが、115mm×515mmの無

垢のスチール（フラットバー）を最大9,500Rで曲げ加工

して用いている。

架構に加わる設計地震力は免震効果により約1/3に低減

されるため、60.5φと42.7φのパイプで出来たつなぎト

ラスを約4m毎に設けるだけで、サッシュ面の面内剛性を確

保でき、ガラスファサードの透明感を生かせている。

設計・監理者：株式会社黒川紀章建築都市設計事務所　黒川紀章
株式会社日本設計　人見泰義、中村　伸

施工者：鹿島建設株式会社　大野平雄
清水建設株式会社　田中純一

建物外観（撮影：森嶋康洋）

アトリウム内観（撮影：人見泰義）

アトリウム横つなぎ詳細



東京建設コンサルタント新本社ビル
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作品賞

建築概要
建 設 地 ：東京都豊島区北大塚1-15-6

建 築 主 ：株式会社東京建設コンサルタント

設計施工 ：清水建設株式会社

監　　理 ：株式会社松田平田設計､

株式会社東京建設コンサルタント

竣　　工 ：2006年8月

建築面積 ：868.43㎡ 延床面積：5,980.28㎡

階　　数 ：地上7階、地下1階　高　　さ：35.7m

構造種別 ：鉄筋コンクリート造

選評
建物正面に立つと一階と二階の間にしっかりとした免

震装置が見える。明らかに免震構造の建物とわかること

を意図したデザインである。正面で視線を受ける昇り庭

までまっすぐに抜けるエントランスホールと地下駐車場

からなる下部構造、そしてその上に載せられた一塊の上

部構造のオフィスという明快な構成である。外装は構造

体をかねるプレキャストコンクリートが全面を覆い、一

方、内部は剥き出しの格子状プレストレスト・コンクリ

ート梁が空間の性格を決定付けているなど、全体に構造

の意図がそのままデザイン表現へと昇華されている。室

内の梁下寸法は2,800であるが、露出梁としているた

め、天井高で3,400あるオフィス空間は伸びやかであ

る。均質な無柱のオフィス空間に対して、外装PCa版

の応力集中箇所に配されたコンクリートパネルが、かえ

って空間的変化を内観に与えていて興味深い。これはま

た外観に個性を付与するものともなっている。免震構造

として新しい提案があるわけではないが、免震構造を存

分に生かしつつ、構造の考え方を直截的にデザインに表

現した統合度の高い優れた作品である。

（六鹿正治）

免震化した経緯及び企画設計等
安全なインフラの担い手としての企業の本社ビルである。

よって建築も高い安全性を備えたものとすることを標榜し、

コンクリート造による中間階免震構造を採用した。土木設

計コンサルタント企業のアイデンティティーの表現として

躯体そのものを打放し仕上として利用し、免震装置を見せ

ることで企業姿勢を目に見える形で表現した。免震上部の

居室部分を守ると同時に免震層の高さを利用し居室部分を

隣接する山手線のレベルより上に配することで、外部への

視界が広がる良好な執務空間を確保した。

技術の創意工夫、新規性及び強調すべき内容等
「完全無柱オフィス」、「構造合理性を伴った建築表現」の

コンセプトに基づき構造計画を行ったRC造中間階免震建物

である。

1階と2階の間に免震層を配置して、1階を土木的スケー

ルの厚さのRC壁、2階以上を外装PCa版＋RCコアウォー

ル＋プレストレス格子梁により構成し、最大14mスパンの

完全無柱オフィス空間を実現した。外装PCa版は柱及び耐

震壁として利用した。外装耐震壁の配置は鉛直及び地震時

の応力分布に基づき決定し、構造合理性を伴った建築表現

を追求した。大地震時においても外装PCa構造体は弾性範

囲内に留まり外装機能は維持され、免震化により可能とな

った建築表現である。

免震層は、建物内部側に免震装置を集約配置することで、

平均面圧を高めて長周期化を図り、耐震安全性を向上させ

た。装置から外周部に跳ね出したプレストレス大梁を建物

正面に表して、土木的風景の創出を試みた。

建築主・監理者：株式会社東京建設コンサルタント　岸　輝親
設計者：清水建設株式会社　竹内雅彦、 斎藤利昭
監理者：株式会社松田平田設計　藤森　智
施工者：清水建設株式会社　野口高行

建物外観（撮影：新建築写真部）

正面外観（撮影：新建築写真部） 全体構成図



味の素グループ高輪研修センター
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作品賞

免震化した経緯及び企画設計等
本建物は、味の素グループの全世界的な人材育成の場と

して、味の素創業者自邸である「旧鈴木三郎助邸」の跡地

に建設する研修センターである。地震災害時には免震構造

を採用することにより、味の素グループの災害活動の中枢

として機能する。旧鈴木三郎助邸は、歴史的建築要素が多

く、塀や内装材の一部を保存移築することにより伝統を継

承する計画とした。

本敷地は、都心住宅地における高さ制限などの条件に加

え、敷地内を地下鉄トンネルが横断するという条件がある。

この厳しい敷地条件の中、施設計画の要求を満たす免震構

造である。

技術の創意工夫、新規性及び強調すべき内容等
地下鉄が横断することにより与えられた建物重量、地下

スペース・工事への厳しい制限、12ヶ月工期、狭小敷地で

の伝統的家屋の一部保存を行なう与条件に対して、以下の

免震技術提案によって、高い耐震性能の確保と伝統の継承

を図る新しい形態の研修施設を実現した。

【免震ピット深さの最小化システムの構築】

限られた地下スペースに大スパン架構を構築するために、

免震架台をキャピタルとして利用したフラットスラブとし

た。フラットスラブは、16.6mの大スパン中間に上下方向

を拘束する直動型転がり支承を配置することで応力の軽減

を図った。また、マットスラブには、厚さを薄くするため

にPCを導入した。

【大スパン軽量建物の免震システムと免震部材の適所配置】

H鋼柱・梁架構により構造体重量を軽量化することで制限

重量を満足させ、最小個数の鉛プラグ入り積層ゴムにすべり

支承＋転がり支承を組合せた免震システムで、軽量免震建物

の長周期化を図っている。また、高軸力となる中央部柱直下

に弾性すべり支承を配置し免震部材からの反力を軽減するな

ど、免震部材の特性を利用した適所配置を行った。

建築概要
建 設 地 ：東京都港区高輪3丁目13-65
建 築 主 ：味の素株式会社
設　　計 ：株式会社久米設計
施　　工 ：大成建設株式会社
竣　　工 ：2004年11月
建築面積 ：1,925㎡ 延床面積：6,210㎡
階　　数 ：地上3階、地下1階　高　　さ：16.0ｍ
構造種別 ：鉄骨造

選評
国際的な食品企業の人材育成、研修のセンターで一
般のための図書館、博物館機能も併設した計画である。
都心住宅地における高さ制限、近隣への配慮を充分に
計画してくみ込み、企業創業者住居の跡地であること
から、一部歴史的な要素の保存も同時に実現している。
第一に特筆すべきは、都営浅草線の地下鉄シールド上
部にマットスラブを配し、免震を介して軽やかな構築物
が建設されている点にある。地下部分に大スパンの大講
義室、庭に面したロビー空間を配し、地下部分へのラン
ドスケープ、自然光の導入に免震構成の空間利用がなさ
れている。地階から最上階へとつながる吹抜けと自然光
に満ちたトップライトはこの建築に豊かな明るい空間性
を与えている。保存された日本庭園、流水壁への眺望な
ど明るい内部空間と内部外部の浸透性をたくみにデザイ
ンにとりいれ、日本の伝統建築のもつ和やかさと現代の
モダニズムをむすびつけた表現を獲得している。免震に
より軽量大スパン、構造材のプロポーションが軽快に実
現している点において、日本免震構造協会賞（作品）に
ふさわしい計画であるといえる。中規模の建築に免震を
用いることで、構造性能を向上させるとともに明解な空
間構成と形態ヴォリュームのデザインを成立させ、今後
の免震をつかった建築設計に多くの可能性を示唆してく
れる作品と考える。

（岡部憲明）

建築主：味の素株式会社　坂倉一郎
設計者：株式会社久米設計　嵐山正樹、依田博基、渡瀬利則
施工者：大成建設株式会社　平田尚久

建物外観（撮影：ハットリスタジオ）

擁壁を利用した滝
（撮影：ハットリスタジオ）

 

 免震ピット深さ
最小化システム
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（目的）
第 1 条 この規程は、社団法人日本免震構造協会
（以下「協会」という。）の表彰について必要な事項
を定め、免震構造の技術の進歩及び適正な普及発展
に貢献した者並びに建築物に対して表彰することを
目的とする。

（表彰の種類）
第 2 条 表彰は、功労賞、技術賞及び作品賞の3種
類に分けて行う。

（表彰の対象）
第 3 条 功労賞は、多年にわたり免震構造の適正な
普及発展に功績が顕著な者に贈る。
2 技術賞は、免震建築物の設計、施工及びこれらに
係る装置等に関する技術としての優れた成果に贈
る。
3 作品賞は、免震構造の特質を反映した、優れた建
築物に贈る。

（表彰の方法）
第 4 条 表彰の方法は、功労、技術又は作品の内容
により表彰状と副賞又は感謝状を贈る。
2 表彰の時期は、原則として、協会の通常総会時に
行う。

（応募資格）
第 5 条 応募者は、原則として、第1種正会員に属
する個人、第2種正会員及び賛助会員に属する個人
とする。

（応募の方法）
第 6 条 協会会長(以下「会長」という。）は、毎年
日本免震構造協会賞応募要領を定め、候補者を募集
する。
2 応募は、自薦又は他薦のいずれでも良い。

（表彰委員会）
第 7 条 日本免震構造協会賞の審査は、表彰委員会
(以下「委員会」という。）が行う。
2 委員長及び委員は、理事会の同意を経て、会長が
委嘱する。
3 委員会には、委員長の指名により副委員長1名を
置く。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故
ある時は、その職務を代行する。
4 委員会は、委員長及び副委員長を含め、8名以内
で構成する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げ
ないが連続2期までとする。
6 委員長は、必要に応じ専門委員を置くことができる。
7 委員会の運営について必要な事項は、委員会が別
に定める。

（受賞者の決定）
第 8 条 受賞者は、委員会の推薦により会長が決定
する。

（規程の改廃）
第 9 条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
（細則）
第10条 この規程を実施するために必要な事項につ
いては、別に定める。
附則（最終改正）
この規程は、平成19年5月16日から施行する。

応募申込先及び応募に関する問合せ先
（社）日本免震構造協会・事務局
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-18

JIA館2階
TEL03-5775-5432 FAX03-5775-5434

第9回（2008年）日本免震構造協会賞募集

社団法人日本免震構造協会表彰規程に従って、下記のとおり第9回（2008年）日本免震構造協会賞の応募者を

公募いたします。会員の方々の積極的な応募と推薦をお待ちしております。なお、作品賞は、2007年9月末日以

前に竣工した建築物で、審査のための内部視察が可能な建築物を対象といたします。

●応募締切日　応募申込　2007年10月末日まで ●（社）日本免震構造協会表彰委員会

（FAX可） 委 員 長　神田　順

書類提出　2007年11月末日 委　 員　岡部憲明　　小幡　学　　河村壮一

●表　彰　式　2008年6月 北村春幸　　平島　寛　　村井義則　　

（社）日本免震構造協会通常総会後 六鹿正治

社団法人日本免震構造協会表彰規程
2000年6月15日制定
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1．第1回＜2000年6月＞ 2件
功労賞
東京電機大学名誉教授　中野清司
（建設省建築研究所長、日本免震構造協会長などを歴
任し、免震構造の普及発展、日本免震構造協会の発展
に尽力）

功労賞
大日本土木株式会社　技術研究所副所長　跡部義久
（免震構造の普及発展、日本免震構造協会の設立に尽力）

2．第2回＜2001年6月＞ 5件
技術賞
1）周期三秒前後の建物免震に関する一連の研究
株式会社大林組 沼本要七、橋本康則、寺村　彰、

奥田幸男
株式会社ブリヂストン 芳澤利和

2）超高層免震
大成建設株式会社 川端一三、小室　努、木村雄一、

高木政美
昭和電線電纜株式会社 村松佳孝

作品賞
1）稲城市立病院
稲城市長 石川良一
株式会社共同建築設計事務所 川島浩孝
株式会社東京建築研究所 中澤俊幸
株式会社設備工学研究所 矢萩栄一

2）第一生命府中ビルディング
株式会社日本設計 中川　進、長堀嘉一

3）NSW山梨ITセンター
日本システムウエア株式会社 多田修人
株式会社白江建築研究所 白江龍三
株式会社ダイナミックデザイン 宮 光生

3．第3回＜2002年6月＞ 5件
技術賞
1）レトロフィット免震に関する一連の研究
大成建設株式会社 小山　実、鈴木裕美、佐藤啓治、

杉崎良一
2）（特別賞）免震住宅の普及化への取り組み
株式会社一条住宅研究所 高橋武宏、吉井邦章
株式会社一条工務店　深堀美英、平野　茂、岡村光裕

作品賞
1）興亜火災神戸センター
株式会社竹中工務店　福山國夫、上田博之、池田英美、

鍋谷めぐみ、植田光治
2）角川書店新本社ビル
株式会社角川書店 角川歴彦
株式会社大林組 浦　進悟、中村雅友、鶴田信夫、

堀　長生
3）（特別賞）沢の鶴資料館
沢の鶴株式会社 西村隆治
株式会社黒田建築設計事務所　岩井英治
株式会社大林組 寺村　彰、藤川喬雄、田中耕太郎

4．第4回＜2003年6月＞ 6件
技術賞
1）非同調マスダンパー効果を持つ中間層免震構造の設計
方法の開発

株式会社日建設計 村上勝英、木原碩美、小崎　均
東京理科大学 北村春幸

2）風による免震部材挙動と免震建物風応答評価法
鹿島建設株式会社 竹中康雄、鈴木雅靖、飯塚真巨、

吉川和秀
株式会社ブリヂストン 鈴木重信

3）（特別賞）慶應義塾大学理工学部創想館
慶應義塾大学 吉田和夫
トキコ株式会社 呉服義博
株式会社大林組　 落合正明、橋本康則

作品賞
1）山口県立きららスポーツ交流公園多目的ドーム（きら
ら元気ドーム）
山口県 町田明徳　
株式会社日本設計 人見康義、千鳥義典

2）慶應義塾大学日吉来往舎
慶應義塾 安西祐一郎
清水建設株式会社 北村佳久、中川健太郎、吉田郁夫、

加藤喜久
3）（特別賞）SBSスタジオ棟
静岡放送株式会社 松井　純
大成建設株式会社 田中　勉、勝田庄二、平尾明星、

安井正憲

5．第5回＜2004年6月＞ 7件
技術賞
1）建物上部に大型タワーを搭載する免震建物に関する一
連の取組み
株式会社エヌ・ティ・ティファシリティーズ　
中野時衛、斉藤賢二、土肥　博、鈴木幹夫、余湖兼右

2）（普及賞）村上市庁舎免震改修工事
村上市 佐藤　順、片野　清
鹿島建設株式会社 浅井　豊、石渡孝志、宮崎正敏

作品賞
1）兵庫県立美術館
兵庫県 岸本勝也
安藤忠雄建築研究所 安藤忠雄
木村俊彦構造設計事務所 木村俊彦
金箱構造設計事務所 金箱温春
株式会社大林組 小林英博

2）プラダ ブティック青山店
プラダジャパン株式会社 Davide Sesia
株式会社竹中工務店 小塚裕一、中井政義、

大畑勝人、岡崎俊樹
3）セ・パルレ中央林間
株式会社日建ハウジングシステム 上河内宏文、

横山雄二
4）ポーラ美術館
株式会社ポーラ化粧品本舗 井上定利
株式会社日建設計 浅野美次、山本　裕、石田大三
株式会社竹中工務店 黒 信之

5）（特別賞）大阪市中央公会堂保存・再生
大阪市
大阪市住宅局営繕部
株式会社坂倉建築研究所 太田隆信
株式会社平田建築構造研究所 西村清志
株式会社東京建築研究所 山口昭一
清水建設株式会社 保地洋志

日本免震構造協会表彰実績（第1回～第7回）
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6．第6回＜2005年6月＞ 5件
技術賞
1）履歴減衰型免震部材の統一的復元力モデルの開発
北海道大学 菊地　優、山本祥江
清水建設株式会社 北村佳久、猿田正明、

田村和夫
2）フリープラン・長寿命・高耐久を実現した日本初の超
高層PCaPC免震建物
鹿島建設株式会社 上野　薫、堀内一文、

丸山　東、荒木修治
小田急建設株式会社 武菱邦夫

作品賞
1）マブチモーター本社棟
マブチモーター株式会社 亀井愼二
日本アイ・ビー・エム株式会社 関　幸治
株式会社日本設計 三町直志、大坪　泰
清水建設株式会社 早川　治

2）清水建設技術研究所新本館
清水建設株式会社 矢代嘉郎、並木康悦、

神作和生、斎藤利昭、
折原信吾

3）九州国立博物館
株式会社菊竹清訓建築設計事務所　松里征男
株式会社久米設計 千馬一哉、油田憲二
鹿島建設株式会社 大野隆久
大成建設株式会社 加藤幸信

7．第7回＜2006年6月＞ 6件
功労賞

株式会社東京建築研究所 山口昭一
技術賞
（特別賞）パーシャルフロート免震構造の開発

清水建設株式会社 大山　巧、猿田正明、
田 雅晴、堀　富博、
土屋宏明

作品賞
1）慶應義塾大学（三田）南館
慶應義塾大学 吉田和夫
大成建設株式会社 芝山哲也、篠崎洋三、

長島一郎
株式会社日立製作所 讃井洋一

2）信濃毎日新聞社本社ビル
信濃毎日新聞株式会社 小坂健介
株式会社日建設計 常木康弘、長瀬　悟、

中西規夫
鹿島建設株式会社 金丸康男

3）ホテル エミオン 東京ベイ
スターツCAM株式会社 佐口竜也
株式会社日本設計 小林利和、浅野一行
前田建設工業株式会社 川述正和

4）（特別賞）国際医療福祉大学附属熱海病院
株式会社医療福祉建築機構 佐々木邦彦
株式会社大林組 橋本康則、奥田　覚、

甲賀一也、田畑博章

楯の製作者片山利弘先生の作品製作意図とプロフィール
〈作品製作の意図〉相対する概念、不安と安定を、特殊な技術的表現手段により美的な、均衡空間に
創生させることを目的として制作したものです（片山先生）。
〈片山先生プロフィール〉
1928年大阪に生まれる。
1966年ハーバード大学視覚芸術センターの招きで、アメリカ・ボストンに移住、現在にいたる。
1990年ハーバード大学教授・視覚技術センター館長となる。
また、最近の作品には次のようなものがある。
大原美術館ホールの石壁と石のレリーフ彫刻。協力、和泉正敏氏（1991）
三井海上本社ビルの壁3m高の窓象、線映と石の彫刻。和泉正敏氏と共作（1994）
JT本社ビルホール壁画などの銅板によるレリーフ（1995）
第7回日本建築美術工芸協会（AACA賞、受賞）（1997）

日本免震構造協会賞　楯




