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建 設産 業 の 規 模

　建築工 学以外の分野 に ほ とん ど興味を持たなかっ たの で、こ

れ か らの 日本 の 経 済 ・社 会 を 理 詰 め で 推測 した の で はな い が、

建 設 産業 は大 き な転 換期 にあ ると 思 う。

　建設業が 拡大成長型の 産業と し て 日本の 経済を支え た時代は

終わ り、こ れか らは拡大 も 後退も しな い 安定型 の 産業に な る。

　 景 気刺 激 の ため に建 設 国債 を発 行 して 財 源を捻 出 し公 共 投資

を して も景気高揚の 効果 がみ られ な い こ と か ら、生 活に 必 要不

可 欠 な製 品 を生 産 す る繊維産 業が拡大成 長 か ら安 定 維持 にな っ

たよ うに、建設 産 業 もす で に社会 生 活 に必 要な生 産 を こ なせ る

だ けの 規模を 有して お り、21世紀に 建設業界を拡大 す る こ とは

至難の こ とと思 う。

建 築の 技術開発

　 21世紀 は、建 築 産業 を成 長 させ て 社会 に 有用 とす る た め にこ

れ ま で の 建築の 枠に と ら わ れ る こ と な く、大 い な る 開 拓精神を

も っ て 新 し い 課 題 に 取 り 組 む こ と が 大切 で あ る。私の 専門 分 野

で考 え て もい ろい ろ課 題 があ る。

　建築ス トッ クの 維持保全の 仕事は新築の 半分程度の 規模 にな

る と予 想 され て い る が、新築 以 外の 建 築技 術 は 普及 して お ら ず、

ま だ大 学の 教 育課 程 にほ とん ど編 成 され て い な い。

　高齢者が増えて 身体機能に劣る人に 合わ ぜ て居住施設 を用 意

す る必 要 があ るが、加 齢 に応 じて 適 切 に リフ ォ
ーム出 来 る住 ま

い と は どの よ うな もの か教 え て くれ る ガイ ドラ イ ン は無 い 。

　 ITが家庭に入 っ て くる こ とは確実で ある が、それが ど の よ う

な生 活 様式 の 変革 を も た らすの か 明 らか にさ れて いな い。現 在

建設 さ れ て い る 住 居 は 、ITを 取 り 入 れ る の に 重 大 な障 害 が 無 い

と は言 え ない。

　 建 築 の 解 体 時 に 出 る 廃 材 の リ サ イ ク ル 方 法 の 研 究 は あ る が 、

安全 に 廃棄 す る 方 法 に つ い て の 実 証 的研 究 は 少な い 。

らな い 。 欧米 で は ほ とん どの国 で使用 をやめ た石 綿を、我 国は

旧態依然として 輸入 しス レー
トなど に使用 して い る。石綿を用

い た製 品 の 性 能 がす ば ら しい にも かか わ らず、欧米で 使 用 をや

め た理 由 は、健 康被 害に おけ る訴 訟で 負けて 、会社が存続出来

ない ほ どの 補償をす る こ とに な る と予測さ れ たか らで ある。

　福祉の 財源は 税収入 か ら拠出 して いる ので、国の財 政 が良 く

な る まで こ れか らの 十 数年 は、自分で 自分 の 福祉 の 予 算を捻出

して い る こ と にな る。その 間は、福祉 は 建築 産業 の追 い 風 にな

らな い と思 う。

研究者先導の 技術開発

　建 築産 業が 21世 紀に 成 長 す る に は、目先 の 損 得 に関 係 な く、

社 会 が必 要 とす る もの を 追求 出来 る立 場 か ら 技 術開 発す る こ と

が不 可欠 で あ る 。そ れ が 出来 る の は 研 究 者 で あ り、その 集 団 が

所 属 す る 日本建 築 学会 で あ る。単 年度 ことの 収 支 を念頭 に お く

経 営者や、社会秩序を維持し景 気の 動向を計る 為政 者の 立 場で

は 難 し い。

　 21世紀 で 新た に成 長 す るの は、研究 者 が開 発 した技術 を 有 し

てい る企業で あ り、新 しい 分野 に取り組む熱意の ある研究者が

多 く い る 産 業分 野 で あ る 。

　 従 来の 建 築 は、安定 型 の産 業 と して 現 在 の規 模 を保 っ て こ れ

か ら推移す る が、そ れ に加えて新規の分野を開 拓出来るよ うな

態勢 作 Dを 日本 建 築 学会 に期 待 した い。大会 で 毎年 多 くの 研 究

が発 表 され て いる が、こ れ ら に注 がれる 労力の
一

部を新規の 技

術開 発に 向け て、それが 萌芽的で
一

見陳腐であ っ て も、学会 が

抱擁的 に育て て い くよ うな姿勢 が 望 まれ る。

福祉は 追い風か

　 景気 刺 激策 と して IT関連 の 投資 が 有力 視 さ れて お り、その 通

Dと思う。 そ れ では 福祉 はどうで あろ うか 。 建築産業 にと っ て

福祉 は追 い風で あ ろ う か。

　 個 人 の 社会 生 活 に お け る権 利 が 少 し認 め られ る よ うに な り、

高齢化と重 な っ て 福祉が強調さ れてい る。福祉の ための 国の 予

算 が多 く設定 さ れて い るの で、そ れ に関連 して建 築の 仕事が増

え る の は 追 い 風 で あ る が 、建築 に お け る健 康 被害 や安 全 対策 上

の 訴訟が増えるの で 、向か い 風 に なる こ とも 考えて おか ね ばな
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