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日本の建設業界は現在 ､ 市場縮小 とい う環境変化の ただ中に あり ､ 産業として の効率性を

高め つ つ
､ 直面する様々 な問題 に対応して い く こ とが切実 に求められて い る o 本論文は この

よう な時代背景と問題意識の もとに ､ 建設業とい う産業分野 と これに属する建設企業を主 な

研究対象と して
､

それ らが実際の 建設市場 におい て ど の よう に振る舞 っ て い る の か ､ そ の結

果 として の建設 の 市場環境や産業組織を どう捉え る のが妥当か , また ,
い ろ い ろ と指摘され

る 建設業の非効率は実態的に は どう存在 して い る のか を検討する こと等を通 じて ､ 建設業 の

産業 レ ベル で の 生産性や効率性の 向上 に資する知見を得る ことを目的として い る ｡

本論文は ､ 建設企業の レベ ルやそれ より上位の 産業 レベ ル に主 要な関心を向けて い る ｡
こ

れ は従来 ､ ミク ロ 経済学の応用的な
一

顧域で あり､ 企業 と産業の 関係を研究対象とする産業

組織論 (I n d u s t ri al O r g a r d z a h o n) が取り扱っ て きた分野で あるが ､ 建設業を研究対象とする

本論文にお いて も参照す べ き論点や 方法論を多く持 っ て い る
｡ そ こ で と りまとめ の 枠組みと

して ､ 伝統的産業組織論が依拠する ｢S - C - P パ ラ ダイ ム｣ に倣 い
､ 建設業の 市場構造が 市場

行動を規定し､ さらに 市場行動が 市場成果を規定す る とい う 一

連 の 因果関係を想定したなか
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で ､ 現代の 建設業がおかれ て い る 状況 を分析した ｡ そ して ､ 本論文の 各章は市場の構造 ､ 行

動 ､ 成果に それぞれ対応してお り , こ の ような 3 方面か ら建設業の 分析を総合的に行 っ た も

の で ある ｡

本論文は 8 章 の構成とな っ て い る ｡

第 1 章は ｢序論｣ として ､ 論文の背景 ･ 目的 ･ 方法を明らか にする とともに
､ 統計的な方

法による 建設業研究と いう本論文の 全体的な性格から､ 建設業研究にお い て最低限おさえ て

お く べ き建設業 の範囲な ど の 統計的定義 ､ 範暗に つ いて の 記述を行 っ て い る ｡ これは本論文

全般に関係するが
､ 主 に 2

､
3 章で展開される 記述の 基礎とな る部分で もある

｡

第 2 章及 び第3 章は ､ 建設の ｢市場の 構造｣ に つ い て 統計デ
ー タを もとに論じた部分で あ

る ｡ 21 世紀初頭 の建設業界で は, 特に 一

部の地域にお いて ダン ピン グの 横行に見られる過当

競争が 生 じ､ 建設企業 の倒産 ･ 淘汰再編の 動きが みられる な ど､ 建設市場を取 り巻く環境に

はた い へ んな厳 しさが ある ｡ 個別の建設物の 価格形成 ､ 建設企業 の経営､ さ らに建設業全般

の 生産性 ･ 競争性の あり様には ,
こう した建設業がお かれた市場環境が多大な影響を与えて

い る と考えられ る ｡ 建設業の 効率性を議論する 本論文の 前段 として ､ 日本の 建設業がおかれ

た市場環境の 現象面に注目 して ､ 公表されて い る統計資料を利用 した分析や 記述を行っ て い

る ｡

第 2 章 ｢建設市場の 統計分析｣ で は ､ 建設市場そ の もの の特性と動向を把握す るため の記

述を行っ た｡ 建設市場の規模を 日本の み でなく世界の 建設投資の 中で 比較する とい う水平的

な方向と ､ 歴史的な推移及 び将来の見通 しとい う垂直的な方向とで論 じる とともに
､ 投資の

内外循環として 建設業と他産業との 関わ り に つ い て産業組織論の 知見を用 い て 考察した ｡ ま

た ､ 建設活動を示すさ まざまな指標と建設市場 の 関係につ い て も論 じた ｡

続く第 3 章 ｢ 建設業 の産業組織｣ で は ､ 建設業の産業組織 を考察対象 として ､ 市場構造 の

視点か らまず企 業数の 多寡を時系列 的な視点か ら検討 した ｡ 企業数に つ い て は第 1 章で述 べ

た定義問題や 統計上 の差違がそ の 把握を難しくして い る 面が ある ことを指摘 した ｡ 続い て企

業規模格差や 集中度 , 重層構造な ど産業内の 構造分析 を行 い
､ 近年み られ る倒産や合従連衡

の 動向にふれた ｡ さ らに ､ 建設企業をかたち づく っ て い る建設現場 の 組織 に着目して , そ の

規模格差 に つ い て検討 した ｡ 最後 に､ 建設労働者 の推移や実態 に つ い て ､ 季節変動や年齢構
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成の 変化な どを含めて多面的に論じ
､

さ らに最近顕著 にみ られ て い る 労働移動に つ い て も言

及した ｡

第 4 章及び第 5 章は ,
｢ 市場の 成果｣ と して 位置づけられる 部分で ある｡

第 4 章 ｢建設コ ス トの 内外価格差｣ で は , 1 9 85 年プラザ合意後の 円ドル レ
ー トの 急激な変

化 を背景として 現れた 日本にお け る全般的な物価高につ い て の 関心が
､ 建設物を巡っ て 取 り

上 げられる に至 っ た問題を取り扱 っ た ｡ 建設物の 内外価格差は確か に存在して い るが , そ の

理 由の ひ とつ として は ､ 日本にお ける 製造業の 生産性の 高さに 比 べ た際の建設業の それの 低

さ に起因する ｢ 内々 価格差｣ とい う見方が で きる ､ と いう ことを述 べ た ｡
こ の 点は市場成果

の もう ひ とつ の 検討を行 っ た第 5 章の建設業 の 生産性 に関する考察と結び つ く ｡ 続 い て ､ 価

格 につ い て の 国際比較をする際の比較方法の原理 と も い え る代表性原則 ､ 同
一

性原則 に つ い

て述 べ
､ 実際に行われ て い る 国際比較 プロ グラム (I C P) や その 比較方法論にお ける最近 の 国

際的な議論 の紹介を行 っ た ｡ そ して I C P の方法論を援用 し, 日米それぞれ で実務的な目的で

存在する コ ス ト刊行物だけを利用 した独自の 方法による 内外価格差の計算 ･ 集計を試み た ｡

続 い て ､ そ の 内外価格差が発生する原因につ い て多くの 内外文献をもとに考察した
｡ また ､

価格の トレン ドを追跡する 際に不可欠な建築費指数のわ が国及び諸外国で の 動向を補論とし

て ま とめた ｡

第 5 章 ｢建設業の 生産性｣ で は
, 市場成果の もう

一

つ の考察 として ､ 建設 業の 生産性を取

り上 げた ｡ 内外価格差に 関する 議論がそ う であ る ように
.

､
マ ク ロ レ ベ ル で は生産性が必ずし

も高くな い と い うの が建設業の特徴 とな っ て い るが , 産業 レ ベ ル の マ クロ の 生産性に焦点を

当て , ミク ロ レベ ル の それ との 関わ り､ 諸外国や他産業と の 比較とい う視点から考察を加 え

た ｡ まず､ はじめ に生産性とはそ もそ も ど の ような こ とを指 して い るか ､ どの ような指標が

開発され て い る の か に つ い て の基礎的な検討を行っ た ｡ 続い て 建設業の生産性指標として実

務的な統計 にお い て 取り上 げられて い る指標 に つ い て の実態を検討 し､ 指標間の 定義に不統

一 が あ る点な どを指摘した
o

さら に ､ 建設業の 具体的な生産性の 推移をみ る ため ､ 生産性測

定 の レベ ル を設定し､
マ ク ロ や ミク ロ の統計資料に基づきなが ら,

それ ら レベ ル間の 数値 の

大小関係に つ い て 考察した ｡ 最後に ､
マ ク ロ な 国際統計を利用 して 建設業の 労働生産性の 国

際比較 と考察を行 っ た ｡

第 6 章及 び第 7 章は建設に おけ る ｢市場行動｣ として位置 づけられ る部分で ある
｡
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第 6 章 ｢ 入札分析 にみ る競争｣ で は､ 近年公開された公共工事の 入札デ ー タを分析し, 企

業行動につ い て検討 した ｡ 建設業は受注産業で ある か ら ､ 企業間競争は入札にお い て 典型 的

にみ られ る はずで ある ｡ そ して競争の態様は企業経営や建設業 の 成り立ち と密接な つ なが り

を持つ ｡ 談合体質な ど協調 的な行動様式が指摘され る 建設業界で ある が ､ そ の 実態は どうな

の か
､

また , 建設業の中で経営や競争は どう行われ て い る の か とい う関心 の も とに ､ 近年公

表が進ん で い る公共工事の 入札結果デ
ー

タを収集し､ 欧米の 入札研究で利用 されて い る分析

の方法論を援用 しなが ら, 日本 にお ける競争環境 につ い て統計的な観点より明らか にした
o

デ
ー タ分析が示 して い る ことは ､ 日本で は相対的に入札値 にばらっ きが見られ な いと い う特

徴を有する こ と､ 経営規模 により競争上有利な 工事規模が存在する こ とな どで ある ｡ また ､

競争入札の理 論モ デル の検討 と
､ 日本で の 入札デ ー タ を基にして ､ 入札参加者数 の大小が競

争環境に与えて い る影響 に つ い て の実証的な分析も行 っ た ｡

第 7 章 ｢建設企業の入札戦略｣ で は ､ 建設企業の競争が典型 的に行われて い る入札に お け

る価格提示が ど の ような原理 に基づい て行われ て い る の か に つ い て ､ 見積コ ス トに
一

定の大

きさの マ
ー

クア ッ プを加える と捉える マ
ー

クア ッ プ戦略という考え方を紹介 し, 欧米で の 建

設分野 にお ける研究成果を示 し つ つ
, 日本 での研究の 可能性につ い て言及 した ｡ また , 近年

問題として取り上 げられ る よう に な っ たダン ピン グや談合の 問題につ い て ､ やや歴史的な視

点を入 れて 考察 した ｡ さ らに補論と して 欧州で の ダン ピン グ問題 ( A L T : A b n o r m a n y L o w

T e n d e r s) に関する検討成果 に つ い て も述べ た ｡ そ して ､
こう した入札戦略を建設業の 生産性 ･

効率性の 向上 に如何に 結びつ ける べ きか に つ い て は ､ 欧州で検討が進め られ て い る E M A T

(E c o n o m i c ally M o st A d v a n t a g e o u s T e n d e r : 経済的に最も有利な入札) や総合評価方式等を

例とする入札制度の新 しいデザイ ンが重要で ある こ とを最後に述 べ た ｡

第 8 章は以上 の議論を総括する 形 で まとめ た結論の 章で ある ｡

以上 の ように ､ 本論文の 全体構成は ､ 伝統的な産業組織論の 方法論に もとづき
､ 建設業を

めぐる ｢市場構造｣ ､
｢市場行動｣ ､

｢市場成果｣ とい う 3 つ の側面か ら総合的に検討 ･ 考察し

た もの にな っ て い る ｡
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