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に なった の は ， 近年の こ とで あ る。それ は 「こ とば」 が設 計 の 思考

活 動を反映す る ヱつ の 手 がか りで ある と共 に，そ れ 自体思勇5活動 と

見な し うる も の で あ る こ と と，複雑化す る 設計活動に お い て ， 「こ

　とば u は 重要な 情報媒体 であ る こ と に起因 し て い る。ま た意匠論 の

　レ ベ ル で の 意昧論，GLE・論の 展開もこの 傾向 の 重要 な背景を な し て

い る 。

　 本論文 で は，設 llトプ m セ ス に お け る 「こ と ば」 の 問題 をケ ース ス

タ デ ィ を通 して 明確に し，そ こで 得 られ た 結果 をもとに，どの よ う

な新 らた な辰 望 を設計方 法に もた ら し うる か につ い て 考察を行って

い る 。さらに 「こ とば 」 をペ ー
ス と した 設滑 の方 法の 提案 を試み て

い る 。具体的に は言語論的 ア ブ rt 一チ と名づ けた方 法 を中心 に して

論 を展 開 して い る 。こ の ア プ ロ
ー

チ は 「対 象」 を寵途ナる働きを持
つ と共 に， 「対象」 を構造的 に把握 す る働 きを有 し て い る。

　 全体 は ，研究の 背景 およ び言藷論 的ア プ ロ ーチの 枠組 み に つ い て

述べ た Jf・lmuと，具 体的 ケース ス タ デ ィ を 通 して 得 られた，設 ｝、｛鹽上の

問題点 およ び設 計方法 の 展望 な ど各論 を述 べ た本論 の 二 部 で構 成 さ

れ て い る 。

　序論第・一牽 で は，こ こ 十 数年間 の 設計方法，研 究 を振 りか え り，こ

の 種 の 研究が必要 とな っ た 背景 と こ の 種 の 研 究 を可能 と し た背景 に

つ い て 述 べ て い る。さ らに 設計活動の 自山度の増大が ， 逆 に設計者
の 判断根拠 の 明確 さを要求 す る よ うに な り，この こ と が設 「

．
［
・
の 思考

過程 と設計 プ ロ セ ス 内の 情報 とい う 2 つ の 事柄 を ク ロ ーズ ア ッ プす

る に至 っ た状況 の 把 握に つ い て 述べ て い る。

　序論第二 章 で は，方法 と して 言語 を媒 体に した 理 由 お よび 言語の

働き を 中心 と し て分類 した言語論的 ア プ ロ
ー

チ の 3 つ の 方 法，すな

わ ち （1）〈 文〉 に よ る ア ブ n 一チ，（2）〈 詞〉 に よ るア プ ロ
ーチ，

（3）〈 辞〉 に よ る ア ブ U 一チ を 中心 に，全体 の 枠組 み と位置づ け を

行 って い る 。

　序 論第三牟 で は，設 計者の 思考空間，すな わ ちこ こで は語群室田

として 把握 され て い る が，こ の 空間 の 内的構造 を把握す る た め に，
パ タ ーン 化の 乎 法が必 要で あ る こ と を述べ て い る 。
　本論第一章 で は．設計 行為の 内容 と設 計者の 役割 とが どの よ うに

変化 して い る か を，鴦語 表現 を通 して 調 べ ，設 計行為 の 亥わ る部分

と変 わ らない 部分 に っ い て の 考察 を行 っ た 。 さ らに 現在 ま で行 わ れ

て 来た 設計 プ ロ セ ス 分析法 の 再検討 を行な い
， その 問題点 に つ い て

考察 した。

　第 二 章か ら第四章で は L 「語諭的ア プ ロ
ー

チ を用 い た 設計 プ ロ セ ス

の 分析 を行 なって い る。〈 詞〉 に よ る分 析で は ， 共通語 と して の 基

本語 と共 に個 々 の 設計の 特色を表わ す特 異語 の 存在 とその 機能 を明

ら か に し，設計 プ ロ セ ス で の 特異語 の 扱 か い の 重 要性 を指摘 した。
　本 論第三 章 て は 時問的継起 を含 ま な い っ な が り欄 係性 が設 計 プ
ロ セ ス で果す役割 を明 らか に した。第四 章 で は恥 同的 継起 を含 む つ

なが り
一
因 果 性が 設詩 プ ロ セ ス で 果す役割 を明 らか に し た 。 関係概

念，因朱概念 は設 計の 思考操 作概念で あ る こ と を明 らか に した。
　本 論第五 章で は二 韋 か ら四章 まで に 用い た 語群 をパ ターン 化す る

手法 をま とめ，方法 と し て の 論埋 的検討 を行 い ，構造把握の 方 法 と

し て の 位置づ け を行 っ た 。

　本論第六 章では 散 詐プ ロ セ ス で の 「こ とば」 の 概念 を
一般化 し，

そ れ と設計行為 との か か わ りに つ い て 述 べ
， こ うし たこ とが新 しい

設 計の 方 法あ るい は 新 しい 設計体制 を もた らす もの で ある と い う結
論 と今後 の 課題 に つ い て の べ て い る。

　設 計 の 方 法 と 「こ とば」 との 関連 は，設 計主体に っ い て 新 し い 示

唆 を与 え る と共 に ， パ タ
ー

ン 化 の 方法 が建 築諦 由1の 新 しい 論 理的研

究領 域の 発端 とな る こ とを期待 して い る 。

建築材料と して の無機複合材料 に 関 する研 究

（石 膏 コ ン ポジ ッ トを 中心 と して）

学位論文要 旨

　　　　　　　　　　　　　　　 nt与校　東大　平　居　　孝　　之

　石灰 や粘土 を主要原料 とす る カ ル シ ウム シ リケートに代 表され た

無機結合材
’
は，セ メ ン ト コ ン ク リートをは じめ無機複合材料 の 形で

建築に 広 く使 われ て お り，将来 に お い て も貴重 か つ 最 も利 用 しや す
い 材料で あるが ， ます ます高度化多様化 し て い く建築材料 へ の 要求
に応 じ る た め，必 要 とされ る性能に見合 った無機複合材料 の 設 計 を

可能に す る研究 が 望 まれて お り，省資源，省 エ ネ ル ギー，環 境保全
とい う社会的 に きわ め て 重要 な問 題 に関遮 し て無機複合材料 の 利用
方法 を考 えね ばな ら な くなって き てい る、

　 そ こ で 本研究で は，無機結合材 をマ トリ ッ ク ス 相 とす る複合材料
の 複合機構 を導い て そ の 設，i’1・を可 能に す る こ とに取 終的 な 目標 を置
き，資 源，エ ネル ギー

， 環境の 面 か ら有効利用すべ き こ とが社会的
な要求 とな ・」て い る石膏 に 着 日し ，複 合材料 とい う方法で 石膏 を建
築 に用 い る研究 を中心 に ， 建 築材

’
料 と して の 無機複合材料 につ い て

試．験 を行 い 考察 し た もの で あ る。

　第 1 章は序論 で あ り，無機複 合材料 の 現状 と将来 を利 用技術 を中
心に 説明 し ， 無機複合材料に 関する従来 の 研究 とそ の 間題 点 を検討
し て い る。

　第 2 章は署膏 に 関す る基本的 な試験研 究で あ り，石 膏は施 工性，
凝結硬 化性，強度発現 の い つ れ の 点 に お い て も，無 機結 合材 と して

複合 材料の マ トリ ッ クス 相に利用出未る こ と ， また常温乾燥 状態で

あれば耐久性 が
一
卜分 にあ る こ と．軽量の 割 に は高強度 に な る が弾性

係数が小 さ く， 表而が滑 らか な もの との 付着が 著 し く弱 い こ と．ク

リ
ープ が大 きい こ と を見い 出 して い る。

　第 3章は石 膏の 粒子 強 化に 関す る 研 究で あ り，石 再の 粒子強化に

最適 な骨材 と 月合 を明 らか に し ， そ こ で 得 られ る 力学性能 の 基 準値
を辱 い て い る e

　第 4 章 はせ ん い 強化 に関す る研究で ある。せ ん い 強化無機複合材
料 で は マ トリ ソ クス に ク ラ ッ クが 発生 し た 後 も，せ ん い だ け で さ ら

に 大 きな 引張 応 力 と引張 歪 に耐 え られ る こ とが引張応力下 の 基本的
な強化機構 で あ る こ と を示 し，複合則 に よ ワて 引 張 強度 を表わ す理
論式 を導 き ， 実験 の 結果 か ら，こ の 理 論式 を裏付け て い る。

　第 5章 は石 膏の 分散強化 に関す る研究 で凝結 調節剤 ・減水剤 ・
高

分子材料 ・耐水性付与 の 添加 剤 ・石膏 と セ メ ン トを併用 し た石 膏セ

メ ン ト コ ン ポ ジ ッ トに つ い ての 試験 を行い ，石 膏 の 耐水性 を中心 と

した 諸物 性の 改善に 効果 の あ る分散強化の 方法 を提案 して い る。
　第 6萄 で は 石膏 マ トリ ッ クス の は りとア ル ミニ ウ ム を金 属骨紐 と

す る は りが，鉄筋 コ ン ク リ
ー

ト構 造計算規 準に従 って 設 計出来 る こ

と を実大 は りの 試 験 結湛 か ら考察し ， また粒 子や せ ん い に よる材料
性能の 強化 と部材 の 構造性能 の 関連を，曲げ を受 け る は りに つ レ・て

試 験 し，ク ラ ッ クの 発生 ・
マ トリ ッ ク ス の せ ん断耐 力 ・破壊 ま で の

吸 収 エ ネル ギー
が 改善 され，特にせ ん い 強化 にお い て す ぐれ て い る

こ とを示 し，さらに無機 マ トリ ッ クス と補 虫筋の 付着性能が ，補強
筋 の 表面形状 を適切 に数量化 した係数に よ って 評価出来 る こ と を述
べ て い る 。

　第 7 章 は実用化 式作 と し て 石 膏 プ レ キ ャ ス ト部材 に つ い て 研究 し

た もの で あ る 。

　第 8 章は 無機 複合材料・
の 強皮試験 に つ い て検討 を加 えた もの で ，

は り折片を供試体 とす る割裂引張試験方法 を提 案 し て い る。

高層建物 の 振動性状 に 関 する基礎的研 究

　　　　　　　　　　　　　　授与佼 東 大 林 　 登 居

周 知の よ うに，建築基準法 の 改訂 （昭和 38 年 ） に伴 っ て ， 建 物
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