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木造建築の新しい時代が来ています！！

　会員の皆様、こんにちは。
　東京では温かい陽気が増え、桜も咲き誇っています。近年は外国からの観光客の増加に
よって、日本人だけでなく外国人も花見を満喫している姿をよく見かけます。満開の桜は
日本が海外に誇る文化の一つと言えるでしょう。
　さて、今回識者から寄せられた記事は、「木材建築の新時代」がテーマです。昨年5月
に合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律案が参議院で可決され、新たな木材
の活用が期待されています。特に、2020年に控える東京オリンピック・パラリンピック
の新国立競技場の建ઃʹ、木の素材を使った建築で有名な隈研吾氏が携わっています。
新たな木造建築が日本の誇れる文化の一つになるがۙ͘来ΔͰしΐ͏ɻ
ɹどうぞご一読ください。

石田まさひろ政策研究会

に産業と雇用を生み出す「林業の成長産業化」に大
きな期待が寄せられています。林業の成長産業化を
進めるためには、都市部などで木材需要をしっかり
作り、そこに国産材を安定的に供給する体制を整備
することが必要です。

地域に働きかける（「地域の触媒」になる）機能が
身近な圏域の中に必要、としている。今後の施策の
進展に期待したい。
こうした方向性に対しては、「地域への丸投げ」

「公的責任の後退」といった批判は成り立ちうる
が、３つの地域づくりに共通するのは、取り組む住
民自身が（直面する課題は重いものでも）「楽しい」
「やりがいがある」と感じられるということである。
さらに期待を込めて解釈すると、３つの方向性
には「ひとりではなくみんなで」という視点が共通し
ており、「孤立」にどう立ち向かうかという視点が包
み込まれている。我が国の社会保障制度では手が
届きにくく、今後確実に大きくなり、あらゆる福祉課
題に共通して影を落とす課題は「孤立」である。
この「孤立」の課題を、「支援の対象」としてだけ
ではなく、地域全体の中で捉えると、解決の方法が
広がってくる。「ごみ屋敷」の人が地域の商店街の

店番として働く、長年引きこもっていた人が高齢者
の見守りの担い手や地域おこしの商品の作り手に
なる、１日誰とも話さない高齢者のお宅をほかの
高齢者や放課後の子どもの居場所として開放する
等、「地域」をベースに、福祉の各分野、福祉自体の
枠も超えることは、非常にクリエイティブなことで
はないだろうか。
本稿で紹介した「中間とりまとめ＊」をもとに、今

年の通常国会に提出予定の介護保険法改正法案
に社会福祉法の改正が盛り込まれると聞く。これ
からの福祉の在り方を展望するとき、「地域」と「我
が事・丸ごと」をベースにしたクリエイティブな発
想がどんどん実現される施策展開に、強く期待し
たい。

■ 林業と地方創生��
ɹ我が国の国土の約７割は森林が占めていますが、
戦後植林されてきた人工林が利用期に入り、国内の
森林資源は充実してきています。加えて「地方創
生」が我が国の大きな課題としてクローズアップさ
れることで、国内の森林資源を循環利用し、山村
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森林太郎

■キーワードは「我が事・丸ごと」

　厚生労働省は、昨年（平成２８年）７月、省内に
「『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部」なる本
部を立ち上げた。
　役所らしからぬ「我が事・丸ごと」というネーミン
グの考え方は、厚生労働省の「地域力強化検討会」
（座長：原田正樹 日本福祉大学教授）が昨年１２
月にまとめた「中間とりまとめ」で説明されている。
その中では、地域の存続の危機、課題の複合化・複
雑化、社会的孤立や排除の存在、地域の福祉力の
脆弱化などの課題への対応として、「地域の持つ力
と公的な支援体制の協働」を掲げている。そして、
様々な福祉課題を他人事ではなく「我が事」として
考える機運を作っていくための地域づくりの方向
性として、３つの方向性を紹介した。
　１つ目は、「自分や家族が暮らしたい地域を考え
る」方向性。自分や家族の将来に対する懸念や、自
分や家族が経験した課題をきっかけに地域を考え
るようになることである。
２つ目は、「地域で困っている課題を解決した

い」という方向性。これは、民生委員やボランティア
など福祉に関わりたいと希望する人を増やしてい
くという方向性である。
　３つ目は、「一人の課題から」つくっていくという
方向性。一人の課題を地域住民と関係機関が一緒
になって解決するプロセスを繰り返すことで、困難
を抱える人であっても支えることができる地域を
つくることである。いわゆる「ごみ屋敷」について、
相談支援の専門員が本人に寄り添い信頼関係を
築く一方、住民が（その相談支援の専門員の誘い
もあり）片づけに参加することで、「包摂」できる地
域になっていく過程が紹介されている。

■福祉の枠を超えたクリエイティブな「福祉」を

３つの方向性はアプローチこそ異なっていて
も、課題が生じることを未然に防いだり、課題を有
する人や世帯に早期に気づいたりできるととも
に、課題の解決のために居場所や働ける場所を地
域につくっていくことができる。「中間とりまとめ」
では、「我が事」の地域づくりを進めていくために、
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ɹ木材利用が進む中、2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会（以下「東京大会」とい
う。）の開催が決定しました。東京大会の競技会場
や選手村等の関連施設に国産材を利用することは、
我が国の木の伝統・文化等日本らしさを世界にア
ピールする絶好の機会であるとともに、全国各地の
木材を利用することにより、日本全体で大会を盛り
上げていく機運の醸成に繋がるものと考えていま
す。ご存じのおとり、メイン会場である新国立競技
場は都会における木材利用の新しい姿を示していま
す。
　20世紀の都会はコンクリートジャングルと呼ば
れていましたが、21世紀の都会は、当たり前に木
造・木質化された建物が立っている、そういう景観
を東京大会のレガシーにしたいと考えています。

ɹ都市部で安定した木の需要が必要とは言ったもの
の、人口減少社会に入った我が国では、現在の木材
の大きな需要先である住宅分野のマーケットは将来
的には縮小すると見通さざるを得ず、住宅分野に代
わる新しい需要先を確保していく必要があります。
　このため、国は、住宅以外の建築物の木造・木質
化を進めるため、平成22年に公共建築物等木材利用
促進法を制定し、まずは公共建築物から木造・木質
化を図る取組を進めています。近年は、耐火集成材
やCLT(直交集成板)などの新しい素材を生まれてお
り、学校・病院などの大型の建築物にも木材利用が
広がっています。

■ 新たな木材の活用方法 ■ 2020年東京オリンピック・パラリンピック
での木材利用 ������

資料：平成２５年度 建設着工統計（国土交通省）より作成




