




梗 概

本 論 文 は ・ 日照 を 享 受 す る とい う観点 か ら,居 住 空 間 の あ り方 と建 築 の規 制 ・誘 導 方 式 を 明 らか にす

る こ とを 目的 と して い る。本 研 究 で は,こ のた め に3っ の 面 か らア プ ロー チを 行 った 。 それ らは,①

人 々が 日照 の恩 恵 を どの よ うに 享受 して お り,ま た 享受 した い と願 って い るの か,② 人 々の 日照 要 求

を 満 足 させ る居 住 空 間 は どの よ うな も の なの か,③ 日照 に 関 す る建 築 の 規制 ・誘導 方 式 と して重 要 な

日影 規 制 は どの よ うな効 果 を も って お り,限 界 は ど こに あ る のか,で あ る。

本 論 文 は,本 研 究 の位 置 づ け,目 的 およ び方 法 を 述べ た 「序 論 」 か ら始 ま り,第1部 「日照 と住 生

活 」(第1章 ～ 第3章),第2部 「郊 外 一 戸 建 住 宅 地 の 日照 と配 置計 画」(第4章 ～ 第8章),第3部

「都 市 中心 部 に あ る 町家 地 区 の 日照 計 画 」(第9章,第10章),第4部 「日影 規 制 の 効 果 と限 界 」

(第11章 ～ 第13章),第5部 「日照 の 享 受 と建 築 の規 制 ・誘 導 方 式」(第14章,第15章),の 計5部15

章 よ り構 成 され て い る 。以 下 に その 概 要 を 述 べ る。

第1部 日照 と住 生 活

第1部 は 日照 と住 生 活 との 関係 を 検 討 す る もの で,日 照 が 住 生 活 に どの よ うな恩 恵 を 及 ぼ し,そ れ

が ど う受 け取 られ て き た のか,そ して 人 々は 日照 に対 して どの よ うな意 識 を 有 して い るの か を 明 らか

に しよ う と した も の で あ る。

第1章 「欧 米 の 住 居 にみ る 日照 利 用 」 は,日 本 と は気 候 風 土 や 生 活 習慣 の異 な る欧 米 に つ い て,日

照 享受 の歴 史を 考 察 し,日 本 との 間 で 比較 検 討 した もの で あ る。 そ の結 果,日 照 の 利 用手 法 とそ の 普

及 の程 度 は地 域 に よ って 大 い に 異 な るが,そ れ は気 候 条 件 や 日射 の 強 さの差 に主 因 が あ る こ とが 明 ら

か とな った 。北 西 ヨー ロ ッパ に お い て 日照 が あ ま り重 視 され ず,住 居 を南 面 させ る努 力 が 行 わ れ て い

な い原 因 も主 に この 点 に あ る。 また,日 照 の利 用 技 術は 着 実 に 進歩 して お り,「 日照 か 設 備 か 」 とい

った二 者 択 一 的 な考 え 方 を 捨 て,両 者 を統 一 して考 え て い く必 要 の あ る ことを 述 べ てい る。

第2章 「日本 にお け る 日照 研 究 の展 開」 で は,日 本 に おい て 日照 が住 宅 計 画 のな か で どの よ うに 扱

わ れ て き た のか を 検 討 した 。 日本 は気 候 に恵 まれ て いた ため,古 くか ら 日照を 防寒 に利 用 す る こ とが

普 及 して い た。 そ して,隣 棟 係 数 の考 え が戦 前 か ら基 準 に と り入 れ られ,戦 後 は 「4時 間 日照 」 の 原

則 が公 的住 宅 に適 用 され て い った 。 しか し,近 年 は居 住 地 景 観 や 土 地 の高 度 利 用 の観 点 か ら基 準 の見

直 しが行 われ て い る。 また,一 般 住 宅地 で は建 築 に伴 う 日照 妨 害 が 社 会 問題 化 し,「 日影 規 制 」 が 採

用 され る に至 っ た,等 に つ い て 述 べ て い る 。

第3章 「既 存 統 計 によ る 日照 条件 の検 討 」 は,住 宅 統 計 調 査 と住 宅 需 要実 態 調査 の な か の 日照 に 関

連 す る項 目 を分 析 し,日 照 享 受 の 状 況 と人 々の 日照 へ の 意 識 を 検 討 した もの で あ る。 そ の結 果,住 宅

の 日照状 況 は,近 年,絶 対 的 に も相 対 的 に も改善 され て き て い るが,そ れ に もか か わ らず 日照 ・通 風

を 住 宅 困窮 理 由 に あ げ る世 帯 は増 加 して お り,こ れ は居 住 水 準 が 向上 した 結 果 だ と考 え られ る こ と,

住 宅 の 改善 等 に あ た って は,日 照 ・通 風 の 良 い こ とが 重要 な ポ イ ン トとな って い る こ と,等 が 明 らか

とな った 。



第2部 郊 外一 戸建 住 宅地 の 日照 と配 置 計 画

第2部 で は都 市 郊 外 に 典 型 的 に み られ る一 戸 建 住 宅地 につ い て,日 照 の あ り方 と住 宅 配 置 を 考 える。

第4章 「住 宅 一宅 地 選 択 時 にお け る 日照へ の配 慮 」 で は,人 々が住 宅 や 宅 地 を 選 択 す る際 に 日照 を

ど う考 え,ど の よ うに行 動 して い るの かを 検 討 した。 都 城 市 に お け る ア ンケ ー ト調 査,お よ び宮 崎 市

と兵 庫 県 の住 宅 団地 の 申込 状 況 の 分析 に よ り,住 宅 ・宅 地 の 選 択 に あ た って は 日照 の 良 さが 重視 され

て お り,特 に南 側 に道 路 等 の 公共 空 間 の あ る宅 地 が 求 め られ る傾 向 が あ る こ とや,分 譲 宅 地 へ の 申込

倍 率 の差 は 日照 を は じめ とす る住 環境 に応 じて 変 化 して い る側 面 が 強 い こ と等 が 明 らか とな った 。

第5章 「郊 外 団 地 で の 増 築 活 動 と 日照 へ の配 慮 」 は,郊 外 団地 居 住 者 が 自宅 の増 築 を 行 う時 に,北

側 住 宅 に及 ぼす 日影 に つ い て どの よ うな配 慮 を 行 って い るの か を 明 らか に しよ う と じた もの で あ る。

分 譲 時 に は大 半 の住 宅 が 平 家 で あ った宮 崎 市 の 郊 外 団 地 を調 査 した結 果,か な り多 くの世 帯 が北 側 住

宅 の 日照 を 配 慮 して 増築 を行 って い る こ とが 判 明 した 。 この配 慮 が良 好 な 日照 条件 を維 持 す る効 果 を

有 して い るの で あ る。 しか し,居 住 者 等 の 日影 に 関 す る知識 は ま だ十 分 で な く,配 慮 は初 歩 的 な もの

が ほ とん どで あ る こ とも 明 らか と な っ た。

第6章 「切 妻 ・寄 棟 屋 根 を も つ建 物 の 日影 計 算 」 は,一 戸 建 住 宅 地 の 日照 を 考 え るの に不 可 欠 な切

妻 ・寄 棟 屋 根 を もつ建 物 の 日影 の 計 算 を,簡 単 に,し か し納 得 で き る精 度 を も って行 うプ ログ ラムの

作 成 に つ い て述 べ た もの で あ る。0.5mメ ッシ ュに つ い て,誤 差 を 生 じる諸 要 素 間 の バ ラ ン スを と っ

た プ ロ グ ラ ムを作 成 す る こ とが で きた こ とを 報 告 して い る。

第7章 「日照 の 目標 水 準 の 設 定 」 は,郊 外 の一 戸 建 住 宅 に お け る 日照 の 目標 水 準 を 検 討 した もの で

あ る。 宮 崎 市 の郊 外 団地 に お いて,日 照 阻 害 を受 け た と思 え る世 帯 に つ い て 居 住 者 の 日照 満 足 度(不

満 度)と 日照 享受 状 況 とを 関 連 させ て 分析 した結 果,調 査 地 の 居 住 者 に 不 満 が 生 じな い 日照 の 水 準 は,

冬 至 の 日に,住 宅 の床 上0.5mに お い て,9～15時 の6時 間 の 間 に 各 部 屋 に4時 間 の 日照 が あ り,そ

れ に加 え て 居 間 に は10～14時 の4時 間 中 に3時 間 の 日照 の あ る こ とだ とい う こ とが 判 明 した 。 この よ

う に,日 照 の 目標水 準 は,た だ単 に 日照 の 時 間 のみ で な く,日 照 の 時 間 帯 とそ の 測 定 位 置 を 加 え た3

要 素 で 設 定 す る必要 が あ る こ とを 指 摘 して い る 。

第8章 「一 戸 建住 宅地 の配 置 計 画 の 検 討 」 は,前 章 で 設 定 した 目標 日照 時 聞 を 得 るた め の 一 戸 建 住

宅 地 の 配 置 計 画 の あ り方 を 検 討 した もの で あ る 。 各種 の 配 置 計 画 を 比 較 検 討 した 結 果,住 宅 の 配 置 を

計 画 的 に 行 う と一 定 の密 度 の も とで も良好 な 日照 を 有 す る住 宅 地 を 形 成 す る こ とが で き るが,逆 に 無

計 画 に 放 置 す る とあ る程 度 の 広 さの 敷 地 を確 保 して も十 分 な 日照 は 保 障 で きな い こ とが 明 らか とな っ

た 。 日照 に 恵 まれ た居 住 地 の 形 成 の た め に は,環 境 を 担 保 す るた め の ア フ ター ケ ア も重 要 で あ り,宅

地 住 宅 の平 面 計 画,そ して ア フ ター ケ ア の3要 素 を 関 連 させ て 考 え る こ との 重 要性 を指 摘 した 。

第3部 都 市 中心 部 に あ る町 家 地 区 の 日照 計 画

第3部 は・ 京 都 市 中心 部 の 町 家 地 区 を対 象 に と りあ げ,都 市 中心 部 に お け る 日照 の あ り方 を 考 察 し

た もの で あ る。

第9章 「町 家 地 区の 日照状 況 と居 住 者 の意 識」 では,古 い伝 統 を持つ と同時 に 変 化 が 進行 しつ つ あ る

京 都 市 中心 部 の 町 家 地 区 に つ い て・ 日照 状 況 と居 住 者 の 日照 へ の 意 識 を検 討 した 。 そ の結 果,都 市 中

心 部で あ る に もか か わ らず・ 町 家 地 区 で は一 定 の 日照 が 確 保 され て い た こ と,近 年 の建 て づ ま り現 象

で 日照 は悪 化 して お り,特 に ビル に よ る 日照 の悪 化 の 被 害 度 が 大 きい こ と・ そ して 町 家 地 区 の居 住 者 は



町 なか で あ って も 日あ た りの 良 さを 望 ん で お り,そ の た め の施 策 を 要 望 してい る こ と鼻 等 が 明 らか と

な った 。

第10章 「町 家 の 空 間 構 成 と 日照 確保 」 は,建 物 が 軒 を 接 して並 ん で いた 在 来 の 町 家 地 区 で一 定 の 日

照 が確 保 され て い た 原 因 を検 討 し,今 後 日照 を 保 持 して い くため の 方 策 を 考 え た もの で あ る 。 町家 地

区 で 日照 が 確 保 され て い た の は,街 区 の 内部 に2階 の な い低 層 空 間 が 連 続 して 形 成 され て い た こ と に

よ る。 従 って,こ の 空 間 を 犯 さな い か,あ る い は新 しい空 間 秩 序 を 形 成 す る建物 を建 て る な ら,良 好

な居 住 環 境 を 保 つ こ とが 可能 で あ り,北 側 斜 線 と 東 西 側 斜 線 を 用 い て 建物 の 断 面 形 を 計 画 して い くこ

と の必 要 性 を 述べ て い る 。

第4部 日影 規制 の効 果 と 限界

第4部 は,日 照 問 題 を解 消 す る た め に建 築 基 準 法 に導 入 され,全 国 的 に実 施 され て い る 「日影規 制 」

に つい て,そ の 有 す る効 果 と限 界 とを 明 らか に しよ う と した もの で あ る 。

第11章 「日影 規制 下 に お け る建 築 物 の容 積 率 」 は,直 方 体 の 形 を した建 物 モ デル を 用 い て,日 影 規

制 が 建 築 物 の 容積 率 に 及 ぼす 影 響 と そ の原 因 を 理 論 的 に 検 討 した もので あ る 。検 討 の結 果,日 影 規 制

に起 因 す る容積 率 の上 限 値 は か な り厳 しい もの で あ り,許 容 容 積率 の規 制 値 を 下 まわ る こ とも少 な く

な い こ と,そ の よ うな 容積 率 の減 少 を 少 な くす るた め に は,建 物 自体 の居 住 性 を 低下 さす ことが 有 効

で あ る こ と,そ して,日 影 規 制 の種 別(一)(二)(三)の 違 い は質 的 な差 を 招 い て お り,特 に(三)

は規 制 力 が 弱 い こ と,等 が 明 らか と な った 。

第12章 「日影 規制 下 に お け る 中高 層 住 宅 の 形 態 」 は,日 影 規制 の も とで 実 際 に 建 て られ た居 住 用 建

物 の形 態 を 分析 す る こと に よ って,規 制 の 効 果 は まず 建 物 の 高 さを抑 え て 日影 規 制 の適 用 を逃 れ る と

い う形 で 現 われ る こ と,規 制 の適 用 を 受 け る場 合 に は 建 物 の平 面形 や 立 断 面 形 に 関 す る工 夫が 広 くみ

られ,敷 地 北側 の空 地 も若干 広 くな り,建 物 の 採 光 を 道 路 等 の 敷地 外 空 間 に 求 め た り,採 光の ため に

建 物 上 部 を カ ッ トす る例 が 少 な くない こ と等 が 明 らか とな った 。 これ らの 工 夫 は,建 物 自体 の 居 住 性

を 低 下 させ て も高 い 容積 率 を 得 よ うと して い る こ とを 意 味 して お り,日 影 規 制 が 好 ま し くな い効 果 も

有 して い る こ とを述 べ て い る 。

第13章 「日影 規制 の考 え方 と問 題 点 」 は,日 影 規 制 の 考 え 方 を検 討 し,規 制 の ど こが不 十 分 で,ど

こ に余 裕 が あ る の か,そ して それ らの原 因 は何 なの か,を 明 らか に しよ うと した もの で あ る。検 討 の

結 果,日 影 規制 が 目標 と して い る 日照 の水 準 に問 題 が あ る と同 時 に,現 行 規 制 で はそ の 不 十分 な 日照

さえ 確 保 で きな い ケ ー ス が少 な くな く,特 に複 合 日影 へ の 対 策 の 弱 さが 問題 で あ る こ とが 明 らか とな

った 。 他 方,規 制 に は余 裕 の あ る点 も見 られ るた め,建 物 を 計 画 的 に配 置す れ ば規 制 に 合 致 しな くと

も良 好 な 日照 を得 られ る 可能 性 も あ る 。 この よ う な実 効 的 な 日照確 保 を 考 え る に あた って は,日 照 が

ヤ ネ ゴ エか ら得 られ るも のか,そ れ と も建 物 間 の ス キ マか ら得 られ る もの か,と い う 「日照 の 質 」 を

重 視 して い くこ とが必 要 な こ とを指 摘 した 。

第5部 日照 の 享受 と建 築 の 規制 ・誘 導 方 式

第5部 は 本 論 文 の 結 論 とな る部 分 で あ り,こ れ まで の 検 討 結 果 を総 括 し,今 後 の建 築 の規 制 ・誘 導

方 式 へ の 提 言 を 試 み た もの で あ る 。

第14章 「結 論 」 は,こ れ まで の検 討 の結 果 を,住 生 活 と 日照 の 享受,お よ び 日照 享受 の た め の空 間



形 成 の2つ の 面 か らま とめ た もの で,日 照 を 重視 す べ き こと と,秩 序 の あ る空 間 を 形 成 して,日 照 を

は じめ とす る居 住 環 境 と建 築 密度 との バ ラ ンス の とれ た居 住 地 を 形 成 して い く必 要 の あ る こ とを 述 べ

て い る。

第15章 「建 築 の規 制 。誘 導 方 式 へ の提 言 」 は,良 好 な 日照 を 享受 し,豊 か な 空 間 を形 成 す るた め に

は 建築 の規 制 ・誘 導 方 式 は ど うあ るべ きか を 考 え よ う と した もの で あ る 。 日照 享受 の観 点 を 中心 に,

日影 規 制 の強 化,日 照確 保 の た め の北 側 斜 線,ソ ー ラー ・エ ンベ ロー プ,西 ドイ ツ のBプ ラ ン方 式 を

検 討 した後,今 後 の 規制 ・誘 導 方 式 につ い て若 干 の提 言 を試 み て い る。















1.日 照 の 住 生 活 へ の 恩 恵

古 来,日 本 で は 、 家 を 選 ぶ 際 の 条件 と して 日あ た りの 良 い ことが 重 視 され て い る 。 「日照 」 と は
,

日が あ た るか 。 そ れ と も影 に な るか 。 とい う こ とを 表現 す る言 葉 で あ る。

後 に 述 べ るよ うに 、 住居 の 「日照 が 良 い 」 とい う こ とは,住 生 活 の 場 で 太 陽光 線 が 得 られ る とい う

こ と以上 の もの を 意 味 して い るが ,太 陽 光線 の享 受 に限 定 して も,そ の恩 恵 の受 け方 に は3つ の方 法

が あ る こ とが わ か る。 第1は 太 陽 エネ ル ギ ーを 人体 で直 接 享 受 す る こ とで あ り,第2は 日照 を 住 空 間

に 導 入 して 利 用 す る こ とで,第3は 日照 利 用 の た め の施 設 ・設 備 を 用 い る手 法 で あ る 。

第1の 人 体 に よ る直接 享受 は,日 照 の 温熱 効 果 を 利 用 す る もの で,古 くか ら冬 の防 寒 法 に用 い られ

て い る。 南 向 きの縁 側 の 日だ ま りで主 婦 が縫 い物 を して い る情 景 が これ で あ るが,こ の方 式 で は,太

陽 の ふ く射 エネ ル ギ ーを他 の形 に 変換 す る こ とな く直 接 人 体 で 利 用 す るた め 、体 感 へ の 効 果 が 非 常 に

大 きい1≧ しか し、 そ の効 果 は 日光 が体 に あ た 。て い る間 に限 られ 、太 陽 が雲 に隠 れ た り 澗 影 へ 移

動 す る と直 ちに 失 わ れ て し ま い 、や は り太 陽 エ ネ ル ギ ーの 利 用 法 と して は初 歩 的 な もの だ と言 え よ

う。

第2の 日照 を 住 宅 内 に 導 い て利 用 す る方 法 は,日 照 で 室 温 を 高 め る こ とを 意 味 して い る。在 来 の 日

本 家屋 は 隙 間 が 多 い た め に換 気 で 熱 を失 い易 く,こ の方 法 には 適 してい なか った 。しか し、隙 間 の少 な

い アル ミサ ッシ ュの 普 及,間 仕 切壁 の増 加 、 そ して断 熱 材 や 熱 容 量 の 大 き い材 料 の 使 用 に つ れ,住 宅

の 熱 損 失 は 減少 す る傾 向 に あ り,こ の方 式 の利 用 価 値 は大 き くな って き て い る。

と ころ で,日 本 で は 洗 濯 物 やふ とん を 日光 に あ で て乾 燥 さす 習慣 が広 く定 着 してい る。 これ は,本

来 は屋 内 に あ る衣 類 や ふ とん を,乾 燥 の た め に干 場 に持 出 して 日に あ て る も ので,干 場 とい う施 設 を

用 い て太 陽 エネ ル ギ ーを 住生 活 に 利用 して い る も の で あ る。 これ は 第3の 施 設 ・設 備 を 用 い て 日照 を

利 用 す る方 法 に 分類 され る。 施設 ・設 備 を 用 い る 日照 利 用 法 は 技 術 の進 歩 に伴 っ て発 展 して お り,各

地 で見 られ る太 陽 熱 温水 器 も汲 置 き式 か ら 自然 循 環 式 へ,更 には 家庭 用 ソー ラー シ ス テム と展 開 して

きて お り,将 来 は住 宅 の屋 根 に太 陽 電 池 の あ る光 景 も珍 しくな くなるであろ う。第1・ 第2の 日照 利用 法

は主 に冬 季 の昼 間 に 限 られ るの に対 し,こ の方 法 は季 節 を 問 わ ず 利 用 す る こ とが 可 能 で 、 しか も 日没

後 の生 活 に も恩 恵 を もた らす こ とが で き る のが 特 徴 で あ る。

第3の 施 設 ・設備 に よ る 日照 利 用 が最 も進 展 して い る国 は ア メ リカで あ り。太 陽 熱 の 利 用 を 促進 す

るた め に何 らか の形 で 日照 権 を確 立 す る方 策 が 模 索 され てい る2!確 か に,ア メ リカ にお い て は 日照

は 石 油 にか わ る エ ネ ル ギ ー源 と して見 られ る こ とが 多 く,日 照 権 も屋 根 の上 の集 熱 器へ の もの が 中 心

に考 え られ て い る。 しか し,ラ ル フ ・ノ ウ レス は,太 陽 か ら得 る エネ ル ギ ー も結 局 は生 活 の質 を 向 上

させ るた め に使 お う と して い る も ので あ る ので,日 照 は エ ネ ル ギ ーの 問 題 とい うよ り、む しろ生 活 の

質の問題であると述べ調 照に関係する点として,次 の4つ の面をあげている3≧

生 活 の質 の う ちい くつか の要 素 は太 陽 に関 係 して い る 。第1は 「物 理 的 快適 さ(Physical

comfort)」 で,気 温,湿 度,気 流,明 る さ 。音 の大 き さ な どの よ うに 。 私 達 の体 に 直接 関係

す る物 理 的環 境 を 表 わ す数 字 で示 され,定 義 も非 常 に簡 単 で あ る。 日照 は,こ れ らの 多 くの 要

素 の うち,少 くと も熱 と光 に 関連 す る も の に直 接 に影 響 し,残 りの 要 素 の 大半 に も関 係 を 有 し

て い る.し か し,パ ー4)が 言 うよ うに 「肉体 的 鰍 適 さ は榊 的 に快 適 で あ る ・ とを 保 障 は

しな い 」 とい う こ とは 忘 れ て は な らな い点 で あ り。 こ の面 か ら生 活 の 質 と して 「選 択(choice)」
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が第2に 重 要 で あ る と いえ る。

「選 択 」 は生 活 の質 の う ちで もか な り定義 しに くい もの で あ る。非 常 に広 義 に 考 え れ ば,私

達 は ど の よ う な場 合 に選 択 が で き。 どの よ うな場 合 に で きな い か とい う こ とを 知 って い る 。設

計 者 に と っ て は,日 照 が あ る と太 陽 の 熱 と光 が将 来 に わ た って 確保 で き るの で,多 様 な オ プ シ

ョ ンが可 能 で あ る 。居 住 者 に と って は,技 術 や 美 意識 の変 化 に よ って 太 陽 の 利 用 価 値 が 上 昇,

あ る い は下 降 す る の に応 じた将 来 の オ プ シ ョ ンを 確保 す る こ とが で き る。 日照 が 設 計 者 と居 住

者 に 選択 を可 能 にす る程 度 に応 じて,生 活 の質 に も貢 献 す る こ とが で き る、 と も言 え よ う。

快 適 さ と選 択 は,生 活 の 質 の 第3の 要 素 で あ る 「幸 福感(a.senseofwell-bei㎎)」 と密

接 に結 び あ っ てい る。 定 義 はむ ず か しい が,幸 福 は私 達 が 快 適 さや 選 択 を 求 め る動 機 とな って

い る とい え よ う。 そ して。 幸 福 とは あ る一 定 の 状 態 を さ し示 す 言 葉 で は な く,状 態 の受 け取 り

方 で あ る と も いえ る。 この よ う に漠 然 と考 え て み た だ け で も,建 築 にお け る美 意 識 や 価 値 感 を

考 え る うえで,幸 福 感 は欠 くこ との で きな い もの だ とい う こ とが わ か るで あ ろ う。 そ して,そ

の最 高 の形 態 が 。生 活 の質 の 第4の 要 素 で あ る 「喜 び(joy)」 で あ る ・

「生 活 の喜 び」 とい う言 葉 を よ く耳 に す るが 。 これ は一 般 に歓 喜 や 楽 しさを 意 味 す る も の と

考 え られ る 。 それ は特 別 な状 態 で あ り,説 明 す るの は 困 難 で あ る。 外 部 か らの 刺 激 に よ っ て喜

ぶ こ とも あれ ば,内 部 か らの 場 合 もあ り 。 また 理 解 で きな い もの も あ る。 日照 に よ り快 適 さ,

選択 。 そ して 幸 福 感 が 得 られ る程 度 に 応 じて,喜 びの 潜 在 力 も高 ま って い く。 多 分,太 陽 の暖

い光 線 が 私 達 の伸 びた 肢 体 にあ た った り,花 や子 供 の顔 に あ た って 反 射 した 時,喜 びを 感 じる

の で あ ろ う。 そ して,こ の 喜 び は,日 照 の 必 要性 を正 当 づ け る大 き な要 因 な の か も しれ な い 。

エ ネ ル ギ ー の豊 富 な ア メリ カ にお い て も,こ の よ うな 考 え が 述 べ られ て い る とい う こ と は,注 目 に

値 す る 。

以前,私 達は、市街地住宅における各種の環境条件を調査 した結果,冬 の暖かさ。夏の涼 しさ,洗

濯物 とふとんの乾燥,日 光浴の場所,明 るさ等の間には一定の関連があり,日 照条件が良 くなるほど

これらの条件も向上する傾向があることを見出 した。そ して,こ れをもとに,次 のような 「開放性」

論を展開 し冠)

日照を享受するとはいったいどういう事なのだろうか。それは,個 々の住居に太陽光線が何

物にも妨げられずに入って来れるということ,即 ち一定の 「開放性」が環境条件として存在す

ることを意味する。開放性は視野を拡げ,プ ライバシーを保証することによって,居 住者に心

理的および生理的な好影響を与える。開放性は通風をもた らし,湿 気を追い払う。

地域における開放性はさらに大きな価値をもた らす。それは住民の戸外生活の場を提供 し。

災害 ・公害の緩衡地帯となり,都 市気候にも好ましい影響を与える。日照は,こ のような開放

性のもたらす多様な恩恵の中でも,最 も主要な,し かも最も明快で把握 しやすい物理的な現象

なのである。

(中略)さ まざまな環境要因を全体的に把握することが困難であるため,そ れ らの中で最も

わか りやすい、視覚的にも明快で,日 照時間というように量的測定も容易な 日照が、居住環境

をあらわす代表的な指標として,こ れまでとりあげ られてきたのだと考えることができよう。

とりわけ日本では,夏 には通風に,冬 には太陽に頼るという。自然と一体化 した生活様式が伝
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統 的 に維 持 され て きた ため 。総 合 的 に居 住 環 境 を 把握 す る もの さ しと して ,日 照 条件 が 重 視 さ

れ て き た ので あ る 。

したが って,日 照 を 奪 わ れ る とい う こ とは,単 に太 陽光 線 が 遮 断 され る とい う事 だ け で な く,

その 裏 に隠 され て い る他 の 環 境 要 因 も同 時 に 奪 わ れ る こ とを 意 味 す る。 そ して そ の 結果 ,住 生

活 の い ろ ん な側 面 に ア ンバ ラ ンスが 生 じ,さ ま ざ まな生 活 困難 が ひ き起 こ され る の で あ る 。

この研 究 を 行 った 昭和44～45年 当 時 は ,日 照 は主 に冬 季 の防 寒 の問 題 で あ り 。設備 に よ る代 替 が 可

能 な ので 日照 の重 要 さは少 な くな って き て い る とい う考 え を も つ者 も多 か った 。 そ こで,日 照 の効 果

は そ の よ うに単 純 な もので は な く,他 の さ ま ざ まな 要 素 と複 雑 に 関連 して い る こ とを 強調 す る ため に

「開放 性 」 論 を 主 張 した の で あ り,「 建 物 の な い空 間 が あ れ ば ど の方 位 で もよ い 」 とい う単 純 な開 放

性 を述 べ て い る もの で は な い 。太 陽 光 線 の 価 値 が 大 きい こ とは 自 明の こ とで あ り。 この研 究 の 結 論 で

も述 べ て いた よ うに,住 戸 の方 位 は重 要 で あ る。

以上 の よ うに考 え て くる と,日 照 の 恩 恵 は実 に多 様 で あ る ことが わ か る。 まず,太 陽 光 線 は それ 自

体 で も住 生 活 に恵 み を与 え て い る 。 ま た,日 照 が あ る とい う こと は,通 風 一視 野 ・プ ライバ シ ー ・植

栽 な どの他 の居 住 環 境 要 素 とも密 接 に関 係 して い る。 そ して,今 後 の 技 術 の 発展 に よ り。太 陽 エネ ル

ギ ーの 利用 方 法 は発 展 して い くも の と思 わ れ る。

日照 の多 様 な恩 恵 の うち,ど の 側 面 を 重 視 す るか は,時 代 や居 住 地 の 特性 に よ って異 な ろ う。 これ

まで で も,冬 季 の温 熱 効 果 のみ が 重 視 され た時 期 もあ り,紫 外 線 の 殺 菌 と ビ タ ミンD形 成 効 果 が 強 調

され た こ と もあ った 。 日照 に恵 まれ る とい う こ とは,太 陽光 線 と それ が 通 って くる空 間 が 住 生 活 に与

え うる恩 恵 を享 受 し,ま た今 後 と もに享 受 す る潜在 的 可 能性 を 保 障 す る もの で あ り,多 様 な側 面 か ら

成 る もの で あ る 。 そ の享 受 法 は時 代 と場 所 によ って特 徴 が あ る 。 この よ うに 各種 の側 面 が あ り,単 純

に説 明 し尽 くす こ との で き な い点 に,日 照 の恩 恵 の 偉 大 さが あ る ので あ り。 日照 の住 生 活 へ の恩 恵 は

豊 か な生 活 を お くる た め の 「潜 在 力 」 で あ り,「 ポ テ ンシ ヤル」 だ と考 え る こ とが で き よ う。

2.研 究の 目的 と方法

先 に み た よ うに,日 照 は住 生 活 に さ ま ざ ま な恩 恵 を与 え る もの なの で,住 宅 の 選択 に あ た っ て 日当

た りが 重 視 され て き た の は当 然 の こ とで あ る。

この 日照 を得 る こ とは,か っ て は それ ほ どむ ず か し くな か った 。 しか し,都 市 へ の 人 口集 中 に伴 う

建 築 物 の高 密 化 に伴 い 。 日光 を 住 居 に導 く空 間 が 次 第 に 建物 でふ さが れ,太 陽 の 恩恵 を受 け る こ と は

困難 に な って き て い る 。 その 結 果,各 地 で マ ンシ ョ ン等 に よ る 日照 妨 害 が 問 題 と され,建 築 しよ うと

す る側 と周 辺 住 民 と の間 で紛 争 が 生 じる こ と と も な り。 大 きな都 市問 題 と な った の で あ る。

この種 の 日照 問題 を 未 然 に防 止 す る ため には,建 物 の 形 態 を工 夫 し,周 辺 の 日照 を 妨 害 しな い よ う

に す る必 要 が あ る 。 そ こ で,建 築 物 の 形 態 現 定 を 改 正 す る こ とが考 え られ,ま ず 昭 和45年 の 建 築 基 準

法 改正 に よ り,第 一 種 住 居 専 用 地 域 と第 二 種 住 居 専 用 地 域 に 北側 斜 線 が導 入 され た 。 しか し、 日照紛

争 は これ で沈 静 化 す る ど ころか,建 物 の高 層 化 によ って 更 に 拡 大 して い き 。住 民 の反 対 のた め に ビル

の建 設 が ス トップ した り,裁 判 所 か ら設 計 の変 更 を 命 じ られ るケ ー ス も珍 し くな い状 況 と な って い っ

た 。問 題 解 決へ の国 の対 応 が 遅 れ る なか で,地 方 公 共 団 体 の な か に は,建 築 基 準 法 の高 度 地 区を 用 い
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て国の基準より厳 しい北側斜線を設けたり,日 照確保のための建築指導要綱を作成 して建築する側の

指導に乗 り出 したり,建 築協定を奨励 して住民自身が住環境を良好に保つよう促すところもでてきた。

こうして,昭 和40年代の後半は,建 築界で広 く日照が問題とされ,論 争も盛んであった・

昭和51年 の建築基準法改正によって創設された 「日影規制」の制度は,以 上の状況にピリオ ドを打

った。もちろん,地 方公共団体の高度地区はなくならず,建 築指導要綱も形をかえて存続 し・建築協

定は更に増加しつつある。しか し,建 築ブームの沈静化もあって,あ れほど世間を騒がせた日照紛争

は 減 少 し,裁 判 で も 日影 規 制 の基 準 が 尊 重 され る よ う に な っ た6≧ こ のよ う に,日 影 規 制 は 日照紛

争 の 解 決 に 大 き く寄与 した 。

と ころ で,重 要 な の は,日 照 紛 争 が な くな る こ とで は な く,人 々が 太 陽 の 恩 恵 に浴 し,良 好 な住 環

境 を 享受 で き る こと で あ る 。 こ の よ う な観 点 か ら考 え る と,日 影 規 制 に対 して既 に制 定前 か らい くつ

か の 疑 問 が 出 され て お り,こ の疑 問 は い まだ に解 消 され て い な い ど こ ろか,日 影 規 制 の影 響 に つ い て

の ケ ー ス ス タデ ィさ え ほ とん ど行 われ て い な いの は問 題 で あ る 。規 制 の 効 果 が 十 分 明 らか と され て お

らず,効 果 に 疑 問 も残 され て い る こ とが,地 方 公 共 団 体 に よ る 各種 の規 制 ・指 導 が存 続 して い る遠 因

に な って い るの で は な い だ ろ うか と も思 われ る 。

本 研 究 は,日 照 享 受 の観 点 か ら,居 住 空 間 の あ り方 と建 築 の 規 制 ・誘 導 方 式 を 明 らか に す る こ とを

目的 と して お り,そ の た め に次 の3つ の側 面 か らア プ ロ ー チ した い 。

1)人 々は 日照 の恩 恵 を ど の よ うに享 受 してお り,ま た享 受 した い と願 って い る の か を 明 らか に す

る。 これ は,主 に,日 照 享 受 の状 況 を 歴 史 的 に検 討 し,ま た住 宅 需 要 実 態 調 査 を分 析 す る こ とで

行 う。 な お,同 時 に 日照 とそ の享 受 に関 す る考 え 方 の 変 遷 に も触 れ た い 。

皿)人 々 の 日照 要 求 を 満 足 さ す居 住 地 の あ り方 を 明 らか にす る。 居 住 地 の あ り方 は,都 心 と郊 外 と

で は 異 な る の で,こ こ で は居 住 環 境 の良 好 な郊 外 の 一 戸 建 住 宅 地 と,都 心 部 の町 家地 区 を 対象 に

検 討 す る ・

皿)日 照 に 関 す る建 築 の規 制 ・誘 導 を 考 え る に あ た って 最 も重 要 な の は,現 行 の 日影 規 制 の 評価 で

あ る 。 ま ず建 物 モ デ ル を設 定 して容 積 率 に対 す る 日影 規 制 の影 響 と そ の原 因 を 明 らか に す る。 次

に,ケ ー ス スタ デ ィに よ り,日 影 規 制 が 現 実 の建 築 物 に及 ぼ して い る効 果 を 調 査 し,規 制 の検 討

を行 う。

3.本 論文の構成

本 論 文 は5部15章 よ り構 成 され る 。

第1部,日 照 と住 生 活 は,日 照 が住 生 活 に ど の よ う な恩 恵 を及 ぼ し,そ れ が ど う受 け 取 られ て き

た の か,そ して 人 々の 日照 へ の 要求 は ど の程 度 の も のか,を 明 らか に しよ う とす る部 分 で,第1-3

の3つ の 章 か ら成 る。 第1章 は 欧米 に お け る 日照 享 受 の歴 史 を 検 討 す る 。 第2章 は 日本 にお いて 日照

が 住 宅 計 画 の な か で どの よ うに 扱 わ れ て き た の か に ア プ ロー チ す る。 そ して 第3章 で は既 存 統 計 を 用

い,日 照 享 受 の 状 況 と人 々の 日照へ の意 識 の検 討 を行 う。

第2部,郊 外一 戸 建 住 宅 地 の 日照 と配 置計 画 は,近 年 ま す ます拡 大 を続 け る都 市郊 外 の一 戸 建 住 宅

地 につ い て,日 照 の あ り方 と住 宅 配 置 を考 え る もの で,第4-8の5つ の章 か ら成 る。 第4章 で は人
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々が住宅や宅地を選択する際に日照をどの程度考慮 しているかの検討を行 う。第5章 では自宅増築の

際に北側住宅へ及ぼす日影についてどの程度配慮 されているかを明らかにする。第6章 は一戸建住宅

地の日照を考えるのに不可欠な,切 妻 ・寄棟屋根をもつ建物の日影の計算手法を検討する。第7章 で

は日照阻害を受けた世帯を調査することにより,郊 外一戸建住宅地での日照の目標水準の設定を行う。

第8章 では,ど のように住宅を配置すれば目標 とする日照が得 られるかを考える。

第3部,都 市中心部にある町家地区の日照計画は,都 心部の町家地区を対象に日照を検討するもの

で,第9,10の2つ の章から成る。第9章 は町家地区の日照状況と居住者の日照意識を明らかにして

いる。第10章 は在来の町家の空間構成を検討 し,日 照確保のためにはどのような方策が考えられるか

にアプローチする。

第4部,日 影規制の効果 と限界は,日 照問題の解決のためにつ くられた日影規制を検討するもので,

第11-13の3つ の章から成る。第11章 は日影規制の下において建築物の容積率はどの程度の値 となる

のかを,建 物モデルを用いて理論的に明らかにする。第12章 は日影規制のもとで実際に建てられてい

る居住用建築物の調査を通 じて,日 影規制の効果を考える。第13章 は日影規制の考え方を検討 し,ど

こに問題があるかを明らかにする。

第5部,日 照の享受 と建築の規制 ・誘導方式は,本 論文の結論となる部分であり,第14,15の2つ

の章から成る。第14章 では第1部 から第4部 までの総括を行う。第15章 はそれをもとにして,今 後の

都市や住宅のあり方と,建 築形態の規制 ・誘導方式についての提言を試みている。

注1)日 射 の 体 感 度 に つ い て は,リ ンケ氏 の式 が提 案 され て い る。 ブー ガ の式 の 大 気 透 過 率 を0.75と して求

め た 法 線 面 日射 量 を も とに 計 算 す ると,北 緯35。 で の 冬 至 日に お い て も,9時 半 か ら14時 半 まで の 間 は

気 温10℃ 以 上 に 相 当 す る体感 度 の上 昇 が あ る(新 訂 建 築 学 大 系22「 室 内環 境 計 画 」,P。294参 照)。

2)GaiIB.Hayes:"SolarAccessLaw"(1979年)や,「 太 陽熱 利 用 促 進 に 日照 権 の確 立 を 急

ぐ米 国 」,日 経 アー キ テ クチ ュア,1979年7月9日 号。

3)以 下 はRalphL.Knowlesの"SunRhythmForm"U981年)の'PP。5～6を 筆 者 が

訳 した もの で あ る。

4)A。E。parr:・MindandMilieu・ ・,ArtsandArchitecture,Vol。80・

No。10U963年)

5)広 原 盛 明,森 本 信 明,阿 部 成 治,岡 部 明 子,「 市 街 地 住 宅 に お け る 日照 条 件 の 調 査 研究 」,日 本 建 築

学 会 論 文 報告 集,第178号(1970年)お よ び第179号(1971年)

6)五 十 嵐敬 喜,「 建 築 不 自由 の時 代 」,PPコ8～19(1981年)
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第1部 日 照 と 住 生 活

序論において,日 照 の住生活への恩恵は実に多様で あ り,太 陽光線を受 けることに限 って

も,人 体 によ る直接享受,住 宅 内へ の導入,施 設 ・設備 による利用 の3つ の種類があること

を述べた。 日照の多 くの恩恵 の うち,ど の側面が重視 され るかは時代 や地域 によ って異 なり,

決 して一様で はない 。

第1部 は,こ のように多様 な内容を もつ 日照 と住生活 との関係 を検討す ることを 目的と し

ている。 そこで,ま ず 日本 とは気候 や風土,そ して生 活習慣 の異な る欧米 について 日照享受

の歴史を調べ,日 照の恩恵や享受法 の差 とその原因について考察を加えたいb次 に,日 本 に

関 して,日 照が住宅計画のなかで どう考 え られ,扱 われて きたのか と,実 際 にどの程度 の 日

照が確保 されて お り,人 々は 日照に対 して どのような意識を も ってい るのかにアプローチす

る。



「

∫



第1章 欧米の住居にみる日照利用

日照 と生 活 と の 関係 は,世 界 各地 で 同 じで は な く,異 な る様 相 を 示 して い る 。世 界 で最 も 日射 量 が

多 い の は,赤 道 地 帯 で は な く,中 緯 度 高 圧 帯 に属 す る地 域,な か で も北 ア フ リカ か ら西 南 ア ジアに か

け て の乾 燥 地 域 で あ るが,こ こで は,日 照 は暑 熱 の 原 因 と して住 居 に 侵 入 す る の を拒 否 され る。 こ う

して,イ ラ ンに み る よ うな,厚 い土 や 日干 レ ンガに お 、わ れ,池 や 草 花 が あ り 日陰 を 有 した 中庭 を も

つ コー トハ ウ ス形 式 が成 立 す る 。 と ころが,北 西 ヨー ロ ッパ で は 人 々は 日光 に あ こが れ て お り,初 夏

に な る と,公 園 の芝 生 の上 な どで は水 着 を 着 て 日照 を 楽 しむ 光 景 を 見 る こと がで き る。 更 に北 へ行 く

と 日射 が弱 ま り,極 地 に住 む エ スキ モ ー は,冬 季 は 日射 量 の 不 足 の た め に体 調 が くるい 易 く,不 眠 ・

消 化不 良 ・貧 血 が増 加 す る と い われ て い る。

古代 ロー マ の建 築 家,ウ ィ トル ウ ィ ウス は,住 家 は 「土 地 の 方 位 の特 質 に応 じて定 め られ る のが 至

当 で あ る と思 わ れ る 。 なぜ な ら,あ る と ころで は土 地 は 太 陽 の 軌 道 に近 接 し,あ る と ころ で は それ か

ら遠 く離 れ,あ る と ころ で は 中 を採 って平 均 され て い るか ら」1)と 述 べ て い る。 古 来人 々は,生 活

に 好 ま し くな い もの は住 居 か ら排 除 し,逆 に有 効 な もの は 取 入 れ よ う と工 夫 を 行 って きて い る 。 そ こ

で,日 照 と住 生 活 との 関係 を 考 え る あ た り,日 本 と は風 土 や 気 候 が異 な る海 外 に お い て,日 照 が ど う

扱 わ れ て きた の かを 知 る こ とは,非 常 に有 益 で あ る。

以下 で は,日 照 利 用が 進 展 し,そ の結 果 比 較 的 多 くの 資 料 が 残 って い る古 代 の ギ リシア と ロー マ,

お よ び 第1次 大 戦 以 降 の ドイ ツ とア メ リカ合 衆 国 を 中心 と して,日 照 利 用 の 歴 史 を考 察 す ることとする。

1-1古 代ギ リシアとローマの 日照利用

古 代 に 文 明 の 中 心 と して栄 え た ギ リシア と ロー マ は い ずれ も地 中海 に 面 して お り,夏 は 気 温 は あ が

るが 空 気 が 乾燥 して い るの で しの ぎ易 く,冬 も緯 度 の わ りに温 暖 で 日照 に も恵 まれ て い る。 そ こで,

この 条 件 を 生 か した 日照 の 利 用 が 行 わ れ る こ と とな った の で あ る 。

(1)古 代 ギ リシア の住 宅 と道 路 網

ギ リシア の哲 学 者,ソ ク ラテ スは,弟 子 た ち との 対 話 の 中 で,家 を建 て る際 に は 「も っ と も心 地 よ

く住 め て も っ と も便 利 で あ る よ うに工 夫す る こ とが 必 要 」 で あ り,「 夏 は涼 しい の が 心 地 よ く,冬 は

暖 か い のが 心 地 よ く」,そ の手 法 と して 「南 向 き に建 て た 家 で は(冬 は)太 陽 が 廊 下 の 中 まで射 し こ

み,夏 は わ れ われ の頭 上 お よ び屋 根 の上 を 通 。 て蔭 を 作 る」(カ ッ コ内 は筆 者),と 述 べ て い る2!

地 中海 の夏 は暑 いが,雨 が 少 な く湿 度 が 低 いの で,日 射 さえ 防 げ ば 快適 な生 活 が お くれ る。冬 季 に は

恵 まれ た 日照 の 温熱 効 果 を 利用 し,同 時 に北 か らの 冷 た い季 節 風 を 防 ぐの が よ い 。 と い うわ け で あ る。

当時 は 暖房 手 段 は な く,木 炭 を 用 い て採 暖 を 行 う程 度 で あ った の で,日 照 は非 常 に重 要 で あ った と思

わ れ る3!こ う して,日 本 と同 じ く住 居 の 方 位 が 重 視 され た 。

古代 ギ リシア で は都 市 が発 達 したが,こ の都 市 に南 む きの 住 宅 を 建 て よ う とす る と、 道 路 も東 西 ・

南 北 の格 子 状 に通 さね ば な らな い 。初 期 の ギ リシア都 市 で は,道 路 網 は 不 規 則 で舗 装 も行 われ てい な

か った 。 しか し,戦 争 で 破壊 され た都 市 の 再 建 や 新 都 市 の 建 設 に あ た って は,ミ レ トス出 身の 建 築 家
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ヒポ ダ モ スが 創 出 した とい わ れ る,格 子 状 道路 網 も採 用 され て い る 。 ギ リシア の 大抵 の'都市 は起 伏 が

あ るた め,道 路 を 格 子 状 に 配 置 す る と,け わ しい道 路 が 多 くで き て,階 段 で しか通 り抜 け られ な い こ

と とな る4!そ れ で も格子 状 パ タ_ン を採 用 す る都 市 が か な りあ った とい う こ とは,日 照 が 重 視 され

た こ とを 示 す もの で あ ろ う。

B。C.5世 紀 末 か ら4世 紀 初 め にか け て建 設 され た オ リュ ン トスの 発 掘 復 元 図を み る と,こ の こ と

が よ く理解 で き る。南 側 に道 路 の あ る家 は入 っ てす ぐ,北 側 に道 路 の あ る家 は入 口 か ら奥 に 入 っ た と

ころ に,ア トリウム(中 庭)が あ り,そ の 北 の 主 居 室 へ の 日照 が 確 保 され て い た(図1-1)。 哲 学

者 の ア リス トテ レ

ス も,「 個 人 の住

宅 の配 置 は近 代 式

に,す な わ ち ヒポ

ダモ ス式 に井 然 と

して い れ ば,そ の

方 が普 通 の行 為 の

た め に は気 持 ち も

善 く,有 用 で も あ

る 」5を記 している。

な お,ギ リシア

の住 宅 は,壁 は 日
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図1-1オ リュ ン トス の 平 面 図

干 レ ンガで,床 は土 で と,い ず れ も熱 容 量 の大 きな 材料 で つ くられ て い た た め,日 射 熱 は住 宅 に蓄 積

され,日 光 が 射 さ な くな った 後 で も一 定期 間 は 暖 か さを保 つ こ とが で きた もの と思 わ れ る。

この よ うに,古 代 ギ リシア の住 生 活へ の 日照 利 用 は,人 体 に よ る直 接 享 受 が 中 心 で あ った と は思 わ

れ るが,住 宅 へ の 蓄 熱 とい う形 で,住 宅 内へ の導 入 に よ る利 用 も行 わ れ て い た 。 そ して,そ の 利 用 法

が 広 く普 及 し,方 位 の重 視 が 都 市 計 画 に も大 き な影 響 を 与 え て い た こ とが 大 き く注 目 され る。

(2)古 代 ロ ー マに お け る技 術 的 発展

古 代 ロー マで は,冬 の生 活 に 関 して,2つ の重 要 な技 術 的 発 展 が あ った 。1つ は ハ イ ポ コ ー ス トと

呼 ばれ る床 下 暖 房 方 式 の 出 現 で あ り,も う1つ は 窓 ガ ラ スの 製造 で あ る。 ハ イ ポ コ ー ス トは,床 下 で

木 また は木 炭 を 燃 や し,そ の煙 を床 や壁 の煙 道 に導 くこ とに よ って 室 を 暖房 す る もの で,床 や 壁 の 熱

容 量 の 大 き さの た め,断 続 的 に燃 料 を 使用 す るの で 十分 だ った 。 しか し,問 題 は 燃 料 と な る木 材 の 調

達 で あ る。 最 盛 期 に は100万 人 に 達 した と言 わ れ る ロ ーマ 市 の 人 々は,燃 料 と して木 材 を 使 用 して

い た。 その 結 果 と して 木 材 は 不 足 気 味 で,ロ ー マ付 近 の 木 は 早 期 に 切 り尽 くされ,既 にB 。C。1世 紀

に コー カサ ス地 方 か ら木 材 を 輸 送 した とい う記 録 が あ る61従 って,ハ イ ポ コ ー ス トを 使 用 す る ため

の 燃 料 を 得 る こ とは か な りの 経 費 を 要 し,し か も次 第 に 困 難 とな った もの と思 わ れ る。

ガ ラスの 製 造 技 術 は,既 に 古 代 エ ジ プ トや メ ソポ タ ミアに あ った こ とが 知 られ て い るが,当 時 は ま

だ ガ ラ ス細 工 に用 い られ る程 度 で あ った 。 イ タ リア に ガ ラス の製 法 が伝 わ った の はB 。C。3世 紀 で あ

るが,ロ ー マ帝 政 時 代 に 製 法 が 改 良 され,初 あ て窓 に使 用 す る に足 る大 き さの ガ ラ スが つ く られ るよ

う にな 。た71ガ ラ ・は太 陽 か らの熱}ま容 易 に透 過 さす が渥 内 の熱 は逃 力・しに くい の で,,射 を 利
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用 した室 の暖 房 が 可 能 と な り,日 照 を住 宅 内 に導 入 して 利 用 す る技 術 が 進 歩 す る こ と とな った 。

ハ イ ポ コー ス トと窓 ガ ラスで は,高 価 で一 般 の 人 に は手 が届 きに くい 点 は 共 通 して い た 。 しか し
,

日照 の利 用 とい う点 か らみ る と,窓 ガ ラ スは それ を促 進 さ す の に対 し,人 工 的 な 暖房 手 法 で あ るハ イ

ポ コー ス トは む しろ抑 制 す る作 用 を 有 す る。 そ こで,こ の両 者 の手 法 が 実 際 に ど う用 い られ た か を 知

る こ とは,非 常 に興 味 の あ る こ とで あ る。

ウ ィ トル ウ ィ ウス は,夕 暮 の 光 線 を 利 用 す るた め に 「冬 の食 堂 と浴 室 は冬 の落 日の方 向 に面 す べ き」

で あ り,室 の使 用 時 に ほ ど よい 暖 さを得 るた め に 「春 と秋 の食 堂 は東 向 きに 」,そ して夏 の 食 堂 は太

陽 の 軌 道 に 背 を 向 け て い る の で夏 至 の ころ も暑 くな る こ との な い 「北 向 きに 」 つ くる よ うに 記 して い

る81も ち ろ ん,ロ ー マ市 民 の 大 部 分 を 占め て い た経 済 的 に恵 まれ てい な い者 達 は,狭 い 住居 に住 ん

で お り,こ の よ うな生 活 に は無 関係 で あ った 。 しか し,ロ ー マを 支 配 した一 握 りの富 裕 な 者 は,各 地

に別 荘 も所有 し,ウ ィ トル ウ ィウ スの 書 に沿 った 建物 も少 な くなか った と思 わ れ る 。

1世 紀 末 か ら2世 紀 に か け て,官 史 お よ び弁 論 家 と して 活躍 した小 プ リニ ウ スは,当 時 の 生 活 の手

が か り とな る多 くの書 簡 を残 して い る 。 彼 は少 な くとも500人 の 奴 隷 を所 有 し,そ の財 産総 額 は2,0

00万 セ ス テル テ ィ ウ ス近 か った と言 わ れ て お り,元 老 院議 員 の身 分 に必 要 な最 低 の財 産 が100万

セ ス テル テ ィ ウ スで あ った こ とを考 え る と,支 配 層 の な か で も上 層 に属 して い た と考 え られ る。 も っ

とも,彼 以 上 の 富 者 も少 な くな く,小 プ リニ ウ ス 自身,自 分 は け っ して金 持 で な い と述 べ てい る9≧

彼 は少 な くとも 別 荘 を4つ 所 有 して い たが,ロ ー マ郊外 の ラ ウ レ ン トゥム と トスカ ナの テ ィフ ⊥ル

ヌ ム近 郊 の 別 荘 に つ い て は,詳 しい叙 述 が 残 され てお り,貴 重 な資 料 と な って い る。 トス カ ナの 別 荘

は主 に夏 の 生 活 に 用 い られ,そ の主 要 部 は南 向 きで あ った 。興 味 を ひ くの は,ロ ーマ か ら近 く,彼 が

最 も頻 繁 に 使 用 した ラウ レ ン トゥム の別 荘 で あ る 。 この 別 荘 に つ い て は,こ れ まで何 人 も の学 者 が 復

元 図 を 試 み て い るが,食 堂 が 数 ケ所 に あ り,冬 期 に は主 に 南 西 端 に あ る,午 後 の 日照 を十 分 受 けれ る

部 屋 が 用 い られ た 。 その 隣 りに は午 前 と午 後 の 日の入 る寝 室 と,半 円形 で朝 か ら夕方 まで 日照 を 受 け

る書 斎 とが あ った 。 これ らの 冬 の 生 活 に 用 い られ た部 分 に は,も ちろ ん ハ イ ポ コー ス トも設 け られ て

い たが,日 照 の お か げで 燃 料 の 使 用 は か な り節約 で き た と記 され て い る 。更 に興 味 の あ るの は,別 荘

に彼 が 好 ん で用 いた ヘ リオ カ ミナ ス,つ ま り 「太 陽 炉 」 と呼 ば れ る部屋 が あ 。た ・ とで あ る10!・

の部 屋 の南 向 き等 の 窓 に は ガ ラスが 用 い られ て い た と推 定 され る。

日照 を 利 用 した冬 の 居 住 空 間 や ヘ リオ カ ミナ スは,小 プ リー ウ スの別 荘 に 限 らず,か な りあ った と

思 われ る 。 と こ ろが,増 大 す る人 口に 対 応 した建 物 の増 加 に よ り,日 照 を受 け る よ うにつ くられ た居

室 が 日影 に な る事 件 も生 じ,特 に ヘ リオ カ ミナ スで 問題 とな り,訴 訟 も起 こ され て い る。2世 紀 の判

事 ウル ピア ンは,ヘ リオ カ ミナ スへ の 日照 は 奪 わ れ て は な らな い と示 し,こ の考 え は後 の法 に も取 り

入 れ られ た11≧ ロー マ の燃 料 問 題 は 時 代 と共 に 深刻 化 し,太 陽 の利 用 は ます ます 重 要 に な っ てい った

の で,日 照 の価 値 が 重 視 され て い たの で あ る。

この よ うに,古 代 ロー マで は,日 照 を 不 要 とす る人 工 的 な 暖房 技 術 と,日 照 の 利 用 を 更 に進 歩 させ

る技 術 とが 生 まれ たが,燃 料 の入 手 難 もあ って,小 プ リニ ウ スの よ うな裕 富 な層 にお い て も,日 照 の

活 用 の方 が重 視 され て い た 。 こ う して,日 照 利 用 が 人 体 に よ る直 接 享受 の段 階 か ら,住 宅 内へ の 導 入

利 用へ の段 階へ と発 展 し,し か も一 部 で は 日照 を 享 受 す る権 利 も認 め られ た のが ロー マの 特 徴 で あ る。

た だ,こ れ は ロ ーマ 市民 の一 部 の富 裕 な者 に限 られ,一 般 市 民 の 住 宅 は ハ イポ コー ス トは も ち ろん,

豊 か な 日照 に もあ ま り関 係 が な か った点 は,古 代 ギ リシ ア と対 照 的 で あ る。
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なお,古 代 ロー マ で は 多 くの公 衆 浴 場 が建 設 され て い るが,紀 元 後 の もの の大 半 で は熱 浴室(カ リ

ダ リウム)は 南等 に 面 し,広 い 窓 を有 して い た121日 照 は健康によ いと考 え られ ていたこ ともあ るだろ う

カ㍉ やは り。の主 な原因は 日騰 を利用 して燃料獅 約す る煎 あ。たと考え られ る'31

1-2近 代 ヨ ー ロ ッ パ に お け る 方 位 の 混 乱

古 代 ロー マ が 衰 退 した の ち,ヨ ー ロ ッパ の 中心 は地 中海 沿 岸 地 方 か ら ヨー ロ ッパ 中 部 へ と斡 夙が,

古 代 ロ ーマ の す ぐれ た土 木 建 築 技 術 は これ らの地 方 へ は継 承 され て い な い 。 日照 を 重 視 した 住 巳計 画

の あ り方 や 窓 ガ ラ スの 製法 に つ い て も 同様 で あ り,日 照 利 用 はか な り後 退 した 。 例 え ば,古 代 ロ ー マ

の 裕 福 な 階 層 で は 温 室 を つ く って珍 しい植 物 を栽 培 した り,季 節 はず れ に果 実 を 収 穫 す る こ と も行 わ

れ て い た 。 と こ ろが,中 世 に は教 会 の 「自然 に反 す る」 と い う反 対 も あ って 温 室 は 建 て られ ず,18世

紀 に入 り,古 代 ロー マ の 手 法 に 似 た ガ ラス の 製法 で大 き な ガ ラスが 製造 で きる よ うに な り,よ うや く

ヨー ロ ッパ 各 地 で 温 室 が 見 られ る よ うに な っ て い る 。 も ち ろん,ギ リシア に お い て は,そ の 後 も住 宅

を 南 面 さす 努 力 が 忘 れ られ て い なか った が,ル ネ サ ンス以 降 で も,古 代 ギ リシア や ロ ーマ の 建 物 の 外

観 が 模 倣 され る こ とは あ って も,日 照享 受 の た め の工 夫が 取 入 れ られ る こ とは な か った の で あ る。

建 築 に関 す る法 規 に つ い て も同 様 で あ った 。 中世 ドイ ツ の最 も重 要 な 法典 で あ る13世 紀 の ザ ク セ ン

シ ュ ピー ゲ ル に は,防 火 や 公 害,採 光 に 関連 す る と思 われ る項 目 は含 ま れ て い るが,日 照 に 関 す る も

の は見 あた らな い ユ4!ま た,各 都 市 で 同業 者 の組 合 で あ る ッ ン フ トが発 達 し,安 全 性 な どの 面 で 一

定の水準を有 した建築が確保されたため,建 築に関する規則はその後 もほとんど発達 しないままであ

った15!こ う して,確 か に 技術 的 に は良 好 な建 物 が建 て られ て い っ た が,城 壁 に よ って 拡 張 を 制 限 さ

れ て い た 中世 都 市 に お い て,建 物 は 密 集 の程 度 を高 め,日 照 に恵 ま れ な い住 宅 地 が 形 成 され て い った 。

18世 紀 末 の イ ギ リスに 始 ま り,工 業 の あ り方 を一 変 させ る こ と とな った産 業 革 命 は,日 照 の 面 で も

変 化 の きっ か け とな った 。 そ こで,以 下 で は産 業 革命 とそ の後 の ヨー ロ ッパ の 状 況 を 検 討 して い こ う。

(1)イ ギ リス にお け る産 業 革 命 とそ の 影響

広 く知 られ て い るよ うに16),産 業 革 命 の 結果,イ ギ リスで は 多 くの 労 働 者 が 都 市 に 集 中 して 工 業

都 市 が 形 成 され た が,そ こに お け る労 働 者 の居 住 状 態 は悲 惨 な もの で あ った 。 急 速 な人 ロの 集 中 に よ

っ て住 宅 が 不 足 し,人 々は 民 間 の投 機 業 者 が 建 設 した居 住 条件 の 悪 い 住 宅 に 密 集 して住 ま ざ るを え ず,

暗 く,衛 生 状 態 の 劣悪 な 労 働 者 住 宅 街 が 拡 大 して い った の で あ る。 そ の 結 果,労 働 者 の 健 康 状 態 は悪

化 し,コ レ ラ,チ フ ス の 流 行 等 で 多 くの人 命 が 失 わ れ て い った 。

イギ リスに は 「日光 の な い と ころ に は 医者 が 行 く」 とい う諺 が あ る。 当 時 の 過 密 な労 働 者 住 宅 街 は

暗 くて じめ じめ して お り,日 光 とは無 縁 で あ った が,そ の よ うな 悪 い 衛 生 状 態 が 病 気 の 原 因 だ と い う

「毒 気 説 」 が一 般 に信 じ られ て お り,日 光 は 毒 気 と対 立 す る もの だ と考 え られ て い た 。1860年 代

以 降 は フ ラ ンスの パ ス トゥー ル 等 の研 究 に よ り,伝 染 病 の 原 因 は病 源 菌 で あ る と い う こ とが 明 らか と

され て い くが,1877年 に は ダ ウネ ス と プ ラ ン トが 日光 の 成 分 で あ る紫 外 線 に細 菌 を殺 す殺 菌 作 用

が あ る こ とを 発 見 した た め,日 光 と病 気 との 関 係 は や は り重 視 され,19世 紀 末 まで に は,ヨ ー ロ ッパ

各 国 に お い て,住 宅 の居 室 は 日光 が 入 るよ うに つ くるべ き こ とを 示 した 規 定 もつ く られ て い った17≧

同 時 に,労 働 者 に 良 い住 居 を 提 供 しよ う とい う動 き もで て きた 。 イ ギ リスで は 自工 場 の労 働 者 の居

住 状 況 を 改 善 しよ う と考 え た 工 場 経 営 者 に よ り,19世 紀 後 半 に ソル テ ア,ボ ー ンヴ ィル,ポ ー トサ ン
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ラ イ トな どの モ デ ル ・ヴ ィ レ ッジが建 設 され た 。 これ らは⊥ 場 の拡 張 を も 目的 とす る もの で あ った が,

当 時 の 労 働 者 住 宅 の 水 準 を は るか に 超 え る良 質 な 住宅 が,良 好 な環 境,整 った施 設 と共 に供 給 され た

(ベ ネ ヴ ォ ロ 「近 代 都 市 計 画 の 起 源 」 よ り)

図1-2ポ ー トサ ンライ ト

の であ る。 これ らの 住 宅 地 の 配 置 計 画 を見 る と,図1-2の よ うに,住 棟 の 間 に 空 間 が と られ,各 住

居 に は新 鮮 な空 気 と 日光 が 保 障 され て い るの が わか る 。 ただ,住 棟 は道 路 に平 行 に並 ん で お り,居 室

が どの 方 位 を 向 くべ きか は考 え られ て い な か った こ とが わか る。

当時 の イ ギ リス に おい て方 位 の 重 要性 を 初 め て考 え た の は,田 園 都 市 レ ッチ ワ ー スを 計 画 す るな ど

して そ の後 の 居 住 地 計 画 に大 きな 影 響 を与 え た レイ モ ン ド ・ア ンウ ィ ンで あ る 。彼 は レッチ ワー ス

(1903年 着 工)に 対 し,真 冬 に屋 根 を 越 え て居 間 に太 陽 が 入 り込 め る採 光 角 度 の15。 を 基 準 に計

画 す る こと も提 案 して い るが18!方 位 に つ い て も,居 室 は 南か,少 しそ の 西 を 向 くのが 良 い と記 して

い る1g!し か し,ア ンウ ィ ンが そ う考 え た の は夏 季 の午 後4～8時 の 日光 を 楽 しめ る こ と に あ り,

冬 季 の 日照 が良 いか らで は な い 。 また,道 路 に つ い て も,南 北 に通 る もの は住居 の両 サ イ ド(東 と西)

か ら 日照 を 得 る こ とが で き る の に対 し,東 西 に 通 る と南 向 きで は多 くの 日照 が得 られ るが,北 向 きの

日照 が 良 くな く,特 に冬 季 に は全 く 日光 が 得 られ な い の で,東 西道 路 は避 け た方 が 良 い と記 して い る。

しか し,方 位 に関 す る これ らの 考 え は ま だ ア イデ アの 段 階 に 止 ま って い た よ うで あ り,ア ンウ ィ ン

が そ の 実施 に努 力 した形 跡 は見 られ な い 。彼 が 計 画 し,郊 外 住 宅 地 の模 範 と して有 名 に な った ハ ンプ

ス テ ッ ド・ガ ー デ ンサバ ー ブ(1907年 着 工)の 住棟 配 置 を 図1-3に 示 したが,様 々 な方 位 の も

の が 混 在 して い るの が わ か る 。配 置計 画 で重 視 され て い るの は,共 通 の生 活 の場 と な る広 場 を設 け る

'ことで住 宅 の グル ー プ 化 を 図 り,同 時 に豊 か な景 観 を 形 成 す る こ とで あ り,冬 季 の 日照 は ほ とん ど考

慮 され て い な い 。 ア ンウ ィンに と り,平 行 に並 ん だ住 居 群 は,む しろ 「条 例 に よ る住 宅 」 と して排 除

す べ き存 在 だ った の で あ る。
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こ のよ う に,産 業 革命 以 降 の

イ ギ リス にお い て は,住 居 に 日

光 が 得 られ る こ とは 重視 され て

い たが,住 居 の 方 位 を工 夫 して

日照 を 冬 季 の 防 寒 に 用 い る こ と

は考 え られ て い な か った 。 日照

の 価 値 は 熱 よ り もむ しろ 明 る さ

と その 衛 生 ・健 康 上 へ の効 果 の

方 に あ った の で あ り,紫 外線 が

重視されている窄 紫外線の殺

菌 作 用 の 発 見 に続 き,1880年

に はパ ル ム が クル病 が 日光 浴 に

よ って 治 療 で き る こ とを 見 出 し,

更 に1899年 に は コ ッホが 結 核

菌 を 日光 に長 くさ らす と死 ぬ の

を 発見 した 。1908年 以 降 に は(Stadtbauwelt
,Nα77よ り)

ドル ノに よ る紫 外 線 量 の 測 定 も

図1-3ハ ンプステ ッ ド・ガ ーデ ンサバ ーブ行 われ
,1919年 に はハ ル ドシ

ンス キ ー が クル 病 に紫 外 線 照 射 が 有効 で あ る こ とを示 した 。 この よ うな状 況 の も とで,日 光 を 十 分 と

りいれ られ る サ ナ トリウ ム等 も建 設 され て い った 。

当時 の ヨー ロ ッパ で の 日光 へ の 考 え 方 は早 い 時期 に 日本 に も紹 介 され て お り,明 治20年(1887年)

に創 刊 され た 「建 築 雑 誌 」 で も,翌 年 の第19号 と24号 に ロベ ル ト,ブ ラデ ネ ル と カ ー タ ーの 述 べ た

「光 線 論 」 が 訳 出 され て い る。 そ こに は 「人若 シ長 寿 ヲ保 タ ン ト欲 セ バ夫 レ 日光 ノカ ニ 依 ラザ ル ヲ得

ズ」 と まで 書 か れ て お り,病 院 に お い て も 日光 が十 分 あ る方 が患 者 の 回復 が良 い こ と等 が示 され て い

る 。

(2)フ ラ ンス で の 日照 計 画 論 の 登 場

住 棟 の南 向 き平 行 配 置 と隣 棟 間 隔 と い う,住 居 の

日照 に と って重 要 な概 念 を 初 め て我 々 に示 してみ せ

た の は,20世 紀 初 期 の フ ラ ンスで あ っ た。1898年

に 「ロー マ 大賞 」 を 受 け,イ タ リア に留 学 した トニー

・ガ ル ニ エ は,1901～1904年 に人 □35 ,000人

の 「工 業 都 市 」 の計 画を 行 っ た 。工 場 地 域 と市 街 地

とが 緑 地 帯 で 分 離 され,各 種 施 設 も整 備 され て お り,

特 に住 宅 地 の設 計 で は,各 住 宅 の 居 室 が 適 切 な方 位

を 得 られ る よ うに,東 西150m,南 北30mの 東 西

に細 長 い街 区を 計 画 し,住 宅 を 南 面 させ て その 南 北

の 隣棟 間 隔 は建 物 の高 さ以 上 と っ て 日照 を 確 保 して

↑

(ギ ーデ ィオ ン 「空 間 時 間 建 築 」 よ り)

図1-4工 業都 市 の 住居 例
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い る。 図1-4に 平 面例 を示 した が,日 照 や採 光 が 十 分 考 え られ てい る こ とが わ か る 。

しか し,ガ ル ニ エ の考 え た建 物 高 さ と同 じ長 さを もつ 南 北 隣 棟 間 隔 は,冬 季 の 日照 享 受 に と って は

不 十 分 な もの で あ る。太 陽 の 動 き を も とに隣 棟 間 隔 の 問 題 を 考 え た の は,フ ラ ンス で住 宅 行 政 に従 事

して い た オ ーギ ュ ス ト・レイ で あ る 。彼 は まず 方 位 によ る受 熱 量 の違 い を調 査 し,冬 に 最 も多 く熱 を

得 るの は 南 向 き面 で あ る こ とを見 出 した。 続 い て1912年 に は2,4,6階 建 の 建 物 に つ い て冬 至 の

影 の 長 さを計 算 し,隣 接 建 物 に よ って影 とな らないために必 要な棟 間 の距 離 を求めた。パ リにおいては,南向

き建 物 では高 さの2.5倍 の 間隔 が必 要 で ある爲 南 北 軸 で 東 か 西 を 向 いた場 合 は1.5倍 でよい,と いうのが

その結論である21≧・の結果をもと}G・ イぽ 現状のままでは飾 で朗 な日照を得 るのは不可能であり,

政 府 が 土 地 の 投 機 を抑 制 し,都 市 の成 長 を 計 画づ け る こ とが必 要 だ と力 説 して い る。

この よ うに,フ ラ ン スで は 良好 な 日照 の 確 保 に と って 重要 な南 向 き平 行 配 置 と 日照 を基 準 と した隣

棟 間 隔 の考 え が提 案 され た 。 ガル ニ エ の工 業 都 市 は 計 画 に終 り,レ イの 望 ん だ土 地政 策 も行 わ れ な か

った が,2人 の アイ デ ア は そ の後 の都 市 の あ り方 に 大 きな影 響 を与 え てい る。

(3)ド イ ツに お け る平 行 配 置 の 出現

フ ラ ン スで 出 され た提 案 の うち,住 棟 の 平 行 配 置 と 日照 を基 準 に した 隣棟 間 隔 を実 現 してみ せ た の

が,第1次 大戦 後 の ドイ ツで あ った 。工 業 の 発 展 が イギ リスに遅 れ て いた ドイ ツで も,19世 紀 後 半 に

は 産業 革命 が進 行 し,人 口 が都 市 に集 中 した。 これ らの 人 々が居 住 したの は,4～5階 建 の 貸 アパ ー

ト(ミ ー ツ カゼ ル ネ と呼 ば れ た)で,街 区 の 周 辺 に 沿 って,中 心 を と り囲 む 形 で建 て られ,中 央 に 残

され た 中庭 も次 第 に 建物 で狭 め られ て い っ た。 当 然 の こ とな が ら,そ の 居 住 環境 は悪 く,日 照 は も ち

ろん,採 光 ・換 気 に も恵 まれ なか った 。 そ こで 問 題 と され た の は,道 路 幅 と建物 高 さと の 関係 や,中

庭 部 分 に建 つ建 物 の規 制 な どで あ った 。1874年 と75年 の公 衆 衛 生 の 集 会 で は,住 宅 の 密 度 を 制 限

す る こ と と,45。 の採 光角 度,つ ま り建 物 高 さを 道路 幅 以下 に保 つ こ と とが提 案 され,後 に1892

年 の ベ ル リンの建 築 条 例 な ど に採 用 され て い る。

採 光 が早 い時 期 か ら注 目され た の に対 し,日 照 が 考 え られ る よ うに な るの は少 し後 の こ とで あ った 。

しか し,既 に1888年 に,ウ ィー ンで 開 か れ た 衛生 に 関 す る会 合 で,南 北 に 通 る道路 幅 は建 物 の 高 さ

の2倍,東 西 に通 る場 合 は4倍 必 要 なの で,街 区 は 南 北 に長 い方 が良 い とい う提 案 や,北 向 きの 住 戸

を 避 け るた め,道 路 網 を45。 回 転 させ て 北 東 一 南 西 と南東 一 北 西 に道 路 を 通 した方 が良 いの で は な

い か,と い った議 論 が 行 われ て い る221

この よ うな状 況 を も と に,ド イ ツ各 地 の工 科 大学 で都 市計 画 の教 育 を 行 って い た カー ル ・ヘ プ フナ

ー は
,1921年 の著 作 の なか で次 の よ うに 述 べ て い る23!

住 居 へ の 日照 が 良 い と い う こ とは,す べ て の室 に 日光 が 入 る ことで あ り,し か もで きる だ け

同程 度 に入 る こと で あ る。(中 略)東 西 に 長 い街 区 で は,住 居 の 内部 へ も,住 居 の 壁 に も,そ

して その 周 辺 の 地 面 に対 して も満 足 す る 日照 を与 え る こ とはで き な い。(中 略)全 体 と して 南

北 に長 い街 区を 考 え る と,長 辺 方 向 が 正 しい 南 北 に近 づ け ば近 づ くほ ど,状 況 が 良 くな る。 そ

して,建 物 高 さ に比 べ て前 庭 の 奥 行 が狭 い ほ どそ の傾 向が 強 い 。

これ らの 議 論 にお い て は,建 物 は街 区 の 周 辺 に 沿 い,中 央部 を 囲む よ うな形 で 建 つ こ とが 前 提 と さ

れ て い る。 従 っ て,こ こ で問 題 と され て い るの は街 区 の 方 向 お よ び建 物 高 さ と道 路 幅 との 関 係 で あ り,

棟 と棟 の 間 の距 離 で は な い。 この よ うな住 棟 配 置 を や め,日 照 や採 光 に恵 まれ た平 行 配 置 を 行 う こ と
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を提 案 し,実 現 して み せ た の が ワル ター ・グ ロ ピウ スで あ る。

第1次 大 戦 後 の 近 代 建 築 運 動 を推 進 した建 築 家 の 団 体,シ ア ムで は,住 宅 や 都 市 計 画 を テ ー マ と し

た会 議 を 行 った が,1930年 に ブ リ凶 ッセル で 開 か れ た 第3回 会 議 の テ ー マ は 「合 理 的 敷 地 割 」 で ・

望 ま しい 住 居 は 低 層 か,中 層 か,そ れ と も高 層 か が 議 論 され た24!報 告 に た った グ ロ ピ ウ ス は,従 来

の 住 棟 配 置 は 日照 や通 風 の面 が 問 題 で,北 向 きの 室 が 避 け れ ず,角 に 位 置 す る住居 は 暗 くな る こ とを

述 べ た うえ で,住 棟 の平 行 配 置 を 提 案 した 。 住 棟 を平 行 に配 置す る と,す べ て の住 居 の 日照 条 件 を 均

一 に で き る と同時 に
,住 棟 を 車 の 通 行 す る道路 に沿 って建 て な くて も よ くな り,住 棟 間 の 道 路 は 建 設

費 の 少 な い歩 道 等 で済 ませ れ るの で,衛 生 上 の み で な く,経 済 的 お よ び交 通 技 術 的 な 面 に お い て もす

ぐれ て い る,と 述 べ て い る。

そ れ で は この平 行 に 並 ん だ 住 棟 は,ど の方 向を 向 くの で あ ろ うか 。 グ ロ ピウ ス は冬 至 の 日に2時 間

の 日照 を 保 持 す べ きだ と提 案 し,そ の た め に必 要 な棟 間 間 隔 は南 北 に伸 び る棟 で は 高 さの1.5倍 で済

む の に対 し,東 西 に伸 び る棟 で は2.5倍 も必 要 なの で,土 地 の 有 効 利 用 の 観 点 か ら南 北 方 向 の棟 が良

い と して い る 。更 に 彼 は2-10階 に つ い て 日照 を 確 保 した 時 の 居 住 密 度 を 計 算 し,高 層 建 物 の方 がす

ぐれ た居 住 環 境 を 得 る こ とが で き る と結 論 づ け てい る。 南 向 き よ り も東 西 向 き住 棟 の方 が良 い と した

点 を 除 くと,こ れ は 第2次 大戦 後 の 日本 に お け る住 棟 計 画 論 とほ ぼ同 じで あ る と言 え る 。

グ ロ ピウ スは 既 に1927～28年 にか けて つ くられ た カ ール スル ー エの ダ ンメ ル シ,ト ッ クの全 体

計 画 にお い て,そ の 考 え を実 現 さ

せ て い た 。 図1-5に 示 した よ う

に,住 棟が南北に長く平行に配置 りL____ _____コL__ _ノL_」

されているので,す べての部屋が ⊂=========⊃ ⊂=⊃ ⊂⊃

同 等 の 日光 を得 る こ とが で き る。

主 要街 路 は東 西方 向 に通 っ てい る

の で,住 戸 は交 通 騒 音 の 影 響 を受

け な い 。 な お,住 棟 の 間 に は ア プ

ロー チ の た めの 歩 道 が 置 か れ てい

る 。 そ して,も ちろ ん 東 西 の 隣棟

間 隔 は 建 物 の 高 さに 比例 して と ら

れ てい る。

1929-30年 に ベ ル リ ン郊 外

に 建 設 され た ジ ーメ ンス シ ー タ ッ

トの 計 画 に お い て も,グ ロ ピ ウス

は 同 じ考 え に よ って全 体 計 画 を行

っ てお り,図1-6の よ うに数 例

を 除 い てす べ ての 住 棟 を 南 北 軸 に

配 置 して い る。 各 住 棟 の 設 計 は数

人 の 建 築 家 によ って 行 わ れ てお り,

多 様 な プ ラ ンが つ く られ てい るが,

興 味 が あ るの は ご く少 数 の 例 外 を

①

n

]
〔[

(ガ リ オ ン,ア イ ス ナ ー 「ア ーバ ンパ タ ー ン」 よ り)

図1-5ダ ンメ ル シ ュ ト ッ ク
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(ガ リオ ン,ア イ ス ナ ー 「ア ー バ ンパ タ ー ン 」 よ り)

図1-6ジ ー メ ン ス シ ュ タ ッ ト

除 き、 南北 軸 の住 棟 で は居 間 とバ ル コニ ーが 西 に 面 し,東 側 に は寝 室 や子 供 部屋 を置 くよ うに 統一 さ

れ て い た こ とで あ る 。 これ は,午 後 の 日照 が 得 られ る西側 の方 が 生 活 の 場 と して望 ま しい と考 え られ

た た め で あ り,西 日が嫌 わ れ る 日本 とは 対 照 的 で あ る。 な お,ジ ー メ ンス シ ュ タ ッ トには 東 西 軸 の住

棟 もい くつか あ るが,こ ち らは居 間,バ ル コ ニ ー,寝 室 な どの居 室 はす べ て 日照 の良 い南 側 に 置 かれ

て い る。(図1-6参 照)

この よ うな平 行 配 置 を行 っ たの は グ ロ ピウ スに 止 ま らず,マ ル セル ・プ ロイ ヤ ー25!ア レクサ ン

ダ ー ・ク ライ ン,エ ル ンス ト ・マ イ らの 当 時 の近 代 建 築 の推 進 者 に よ って も試 み られ て い る。例 え ば

1927-30年 に マ イの 指 導 で フラ ンク フル ト郊 外 に建 設 され た レー マ ー シ ュ タ ッ トで は,住 棟 の方

位 は それ ほ ど厳 格 に考 え られ て い な い が,街 路 の北 側 の住 戸 は道 路 側 に居 間 が あ るの に 対 し,街 路 の

南側 の住 戸 は街 路 の反 対 側 と,日 照 に留 意 した こ とが 認 め られ る26!

この よ うに1920年 代 の 後 期 か らナチ スが 政権 を と る まで の 間,ド イ ッ で は団 地(ジ ー トル ング)

の 計 画 に あ た り,日 照 の良 さが 留 意 され,住 居 の平 面 計 画 で も 日照 との 関係 を 配 慮 して い た ので あ る。

しか し,住 居 の面 す る方 位 は,南 面 よ り もむ しろ東 西 面 が 優 先 して考 え られ て いた 。 これ に異 議 を 唱

え,南 面 重 視 を提 案 したの が,ル ー ドヴ ッ ヒ ・ヒルベ ルザ イ マ ーで あ る 。

ヒル ベ ル ザ イ マ ー も,1927年 の 都市 計 画 に関 す る提 案 に み るよ うに27!当 初 は 東 と西 に 面 した住

棟 が 望 ま しい もの だ と考 え てい た 。 しか し,南 向 き,東 向 き,お よ び 南東 向 きの 住 戸 に つ い て年 間 を

通 した 日照 状 況 を 比 較 検 討 した 結 果,冬 季 に 日照 が 豊 富 で 夏 季 に は少 な い南 向 きが 最 も良 く,東(ま

た は 西)向 き は好 ま し くない こ とを1935年 に明 らか に した281東 。西 向 き を 提 唱 す る者 は住 戸 の

外 壁 へ の 日照 しか 考 え てい ず,居 室 の こ とは検 討 して い ない,と い うのが 彼 の 結 論 で あ る。 この結 果

か ら1936年 に ヒル ベ ル ザ イ マ ーは冬 至 に得 られ る 日照 の 時 間 を も とに求 め た隣 棟 係 数(Abstands-

einheit)ε29)を 基 準 に住 棟 を配 置 す る こ とを 提 案 し,そ の 際 に得 られ る人 口密 度 を計 算 した30!

緯 度,地 形,方 位,日 照 状 況,階 数,住 戸 の 平 面 形 な どの 多 くの 要素 に よ っ て人 口密 度 は 変 化 す るが,

南 向 きで 冬 至4時 間 日照 と して も300人/肱 前 後 の 値 は 得 られ る。他 方,ベ ル リ ンの 人 口密 度 は ネ ッ
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トで も3008人/ん αに過 ぎ な い。 従 って,ベ ル リンの全 住 宅 を既 存 の 市街 地 内 に十 分 な 日照 を 得 る よ

うに 建 て る こ とは 可能 で あ り,将 来 の 建 築 規制 は住 居 の健 康 面 の最 低 基 準 を定 め,冬 季 の 日照 確 保 を

図 るべ きだ,と 述 べ てい る。 しか し,ド イ ツで は そ の後 ナ チ スが 政 権 を 握 っ て近 代 建 築 を退 け,ヒ ル

ベ ル ザ イ マ ー の提 案 も実 現 され るに は 至 って い な い 。

それ で は,第2次 大 戦 後 の ドイ ッの 集合 住 宅 の方 位 は どの よ う に計 画 され て い る の だ ろ うか 。戦 前

と同 じ く,あ らゆ る方 向 に 面 して い る ので あ ろ うか,そ れ と も南 に 面 して い るの で あ ろ うか 。 明 らか

な こ と は,近 年 の 西 ドイ ツの どの 団地 にお いて も住 棟 の 平行 配 置 は行 わ れ て い ない とい うこ とで あ る 。

図1-7に 示 した の は,現 在

の 西 ドイ ツに お け る代 表 的 な

団 地 で あ る ミ,ン ヘ ン郊 外 に

あ るペ ル ラバ(建 設 開 始19

67年)の 配 置 図 の 一 部 で あ

る 。 これ で もわ か るよ うに,

確 か に 住 棟 の 間 に は広 い緑 地

が と られ て お り31!開 放 性 に

十 分 留 意 され て い るが,住 棟

は 様 々な方 位 の もの が 混 在 し

て お り,日 照 が 中心 に考 え ら

れ て い るわ けで はな い 。 む し

ろ,各 種 の 住 棟 を 組 み 合 わ せ

る こ とで,変 化 の あ る豊 か な

居 住 地 を つ くる こ とが 中心 に

考 え られ て お り,居 室 は東,

南,西 の ど の方 位 に で も面 し

て お り,南 面 に こ だわ る こ と

は行 っ て い な い。

も ち ろん,1933年 に チ ュ

ー リッ ヒ郊 外 に 建 設 され た ノ

イ ビ,一 ル や,1959-61

年 に ベ ル ン郊 外 に建 設 され た

パ ー レ ン ・ジー トル ングの よ

うに,南 面 を 意 図 的 に追 求 し 図1-7ペ ル ラハ

た団 地 も ない わ けで は ない 。 しか し,こ れ らは む しろ例 外 に 属 して お り,中 世 以 降 の ヨー ロ ッパ に お

いて は,ギ リシ アや ロ ー マに見 られ た方 位 を 重視 した 日照 計 画 は 根 ず くこ と はで き なか っ た よ うで あ

る。 近 代 に入 って 科学 技 術 が 発 達 し,太 陽 の 動 き も詳 し くわ か って きた の に ,南 面 が 重 視 され る よ う

にな らなか った の は な ぜ で あ ろ うか 。 ヨ ー ロ ッパ の 日照 状 況 を も とに,こ の原 因 を 考 え て み よ う
。
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表1-1 ヨー ロ ッパ と 日本 の 日照 時 数

緯度
月 別 日 照 時 数 (単位:時 間) 12月

年 ～
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 2月

地 ギリ
ア テ ネ

38.◎ 121 146 179 229 277 522 苫69 358 285 209144119 2756 386

中 シア
(4} (3) (3) く1) (1》 (◎) (o) (o) (0》 (1)(苫}(4: (2◎ 》(11》

海 イ タ ロ ー マ 41.9 131 124 179 212 26苫 275 334 5(,7 245 18912き111 2491 =3占6

沿 リア ナ ポ リ 40.9 12〔=, 117 167 200 251 269 520 3(》4 237 1881249ワ 2396 336

岸 フ マ ル セ イユ 43.5 131 154 191 255 278 ぶ◎自 353 312 247 189140118 2654 403
一

ラ

ン パ リ
48.8 59 82 159 1ワ5 251 243 241 219 179 1266◎46 1840 187

ス (11) (7) (2) (2) (o》 (1) (1) (o} (1) (5)(9)(13) (52) (31)

北 ベ ル リン 52.5 48 占2 143 175 233 244 258 22; 180 11147苫4 17;8 144

西 q5) (11) (6) (3) 《2} (1) (1) (1) (2) (6)《14)(18) (8⑪) (44>

西 ド フラ ン ク 5`).1 45 63 129 154 2◎6 227 228 204 146 94563正 15占3 1139

ヨ イ フ ル ト 《15)(12) (6> (7・2) (2) (1> (1) q) (2) (日)(15)(19) (85) (46)

1
ツ

ミ ュ ンヘ ン
48.1 57 91 157 175 221 247 261 234 183 1246250 1862 198

口
(14) (8) (5) (4) く4) (2) (2> (2) (き) (8)(12)(16) (日0) (38)

イ ヨ ー ク
54.ξ=, 40 60 99 142 188 191 174 157 122 884734 13∠}2 134

ツ
ギ (15》(1ξ=}〉 (7) (3) (2} (3) (2} (2> (3} (6)(12)(1占) (8P (41>

パ リ

ス ロン ドン 51.5 46 64 115 160 199 213 198 188 142 985340 1514 150

q3) (9) (6) (5) (2) (1) (1) (1) (2) (5)(11)(14) (68) (苫6)

ス ウェ ー デン 59.4 41 76 151 2(旧 292 三18 295 248 174 1054126 1973 143

ス トッ ク ホル ム (15)(15) (5) (5) (3) (1) (2) (2) (4) (9)(15)(19) ({ヲ3) (47>

金 沢
36.6 64 88 146 181 213 165 179 214 154 15411975 1751 227

(8) (5) (5) (5) (冨) (6) (5) (2) (5》 (5)(5)(8} (64) く21)

東 京
35.7 184 165 179 166 194 134 154 187 127 134148173 1942 520

日 本 (4) (5) (5) (6) (5) (7) (6) (4) (7) (8)(5)(5} (占5) (12》

京 都
35.(⊃ 1暮1 126 16冨 171 193 139 16(⊃ 191 144 158148137 1861 394

(5) (苫) ζ4》 (5) (5》 (6) (4) (2) (4> (5)(4)(3) (48》 (9)

31.9 198 17耳 192 17Q 17; 156 226 238 180 181177189 2252 560
宮 崎

(3) (4) (5) (7》 (フ) (7) (3) (2) (4) (5)(4)(3) (54》 qO)

注)目 照 時 数 の()内 は 、 不 照 日 数(単 位;日)を 示 す 。

出 所:ヨ ー ロ ツバ はH瓦SO3"Tablesoftemperature,relativehumidity,precユPユ ー

tationandsunshinefortheworld「'(1972}日 本 は 「理 科 年 表 」 〔1983}

(4)ヨ ー ロ ッパ の 日照状 況 と方 位

32)表1
-1に 示 した の は ヨー ロ ッパ 各 地 の 日照 時数 で あ るが,同 じ ヨー ロ ッパ とい って も,地 域

に よ っ て大 き な差 が あ る こ とが わ か る。 年 間 の 日照 時 数 を見 る と,ア テ ネ,ロ ー マ,マ ル セ イユ とい

っ た地 中海 沿 岸 地 方 は ほ ぼ2,400時 間 以上 あ るの に対 し,北 西 ヨー ロ ッパ で は2,000時 間 以 下 で あ り,

特 に イ ギ リスは1,500時 間 程 度 以 下 と少 な くな って い る。 次 に 月別 に 日照 時 数 を 見 る と,地 域 に よ る

時 間 数 の 差 は 夏 よ りも冬 に大 きい こ とが わ か る。 表 の右 端 は12月,1月,2月 の3ケ 月 間 の 合 計 で あ
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る が,西 ドイ ツや イギ リス各地 の 日照 時 数 は地 中 海 沿岸 地方 の ほ ぼ半 分 に す ぎな い 。 この 季 節 の 差 を

最 も よ く示 して い るの が 北欧 の ス トック ホル ムで あ る。 同市 の5～7月 の 日照 時 数 は 月300時 間 前

後 で,地 中 海 沿 岸地 方 とほ ぼ同 じで あ るが,11～12月 の 日照 時数 は月50時 間 に も満 た ず,地 中 海 沿 岸

地 方 の3分 の1以 下 とな って い る。

この 原 因 の一 部 は緯 度 の 差 に もあ るだ ろ う。緯 度 が 高 くな る ほ ど夏 の 日は長 くな り,白 夜 も生 じる

が,逆 に冬 は夜 が長 くな る。 そ こで 日照率(日 照 時 数 の 可 照 時 数33)に 対 す る比 率)を 検 討 した と こ

ろ,地 中海 沿岸 地 方 は夏 季 は ほ ぼ70%以 上 あ り,冬 季 も40%前 後 はあ るの に対 し,西 ドイ ツ 各地 で は

夏季 も50%程 度 以 下,ス トッ クホ ル ム も60%弱 で あ り,冬 季 は い ず れ も20%を 割 る こ とが わか った 。

イ ギ リスで は更 に 日照率 が 下 が り,夏 で も ロ ン ドンは40%強 で,ヨ ー クは 最 高 で も38%(5月)で あ

る 。北 西 ヨー ロ ッパ に お け る冬 季 の 日照 時 数 が 短 い の は,緯 度 の 高 さ も関 係 してい るか も しれ な いが,

主 な原 因 は天 候 の 悪 さに あ る,と いえ る。

い くつか の 都 市 に つ い て は,一 日中 日照 の な い 日が 何 日あ るか(不 照 日数)も 知 る こ とが で き たの

で,表 に示 した 。 アテ ネ に お い て は,冬 で も 日照 の な い 日は 月 平 均3-4日 しか な いの に対 し,西 ド

イ ツや イギ リスで は,冬 季 は月 の 半 分 は1日 中 日照 が な い の で あ る。 これ で は 冬 季 の 日照 が 重 視 され

な くと も仕 方 あ る まい 。

さて,ギ リシアや 日本 に お い て南 向 きが 求 め られ る理 由 は,冬 季 は 多 くの 日照 が あ るの で 暖 か く,夏

季 には 日が あ ま り射 し込 ま な いの で 暑 くな い,と い う こ とに あ る 。 表1-1の 下 部 に は 日本 の 日照 時

数 も示 した が,日 本 と地 中海 沿 岸 地 方 に お い て は,冬 季 に も か な りの 日照 が あ る点 が 共 通 して い る。

しか し,北 西 ヨー ロ ッパ 地 方 の 冬 季 の 日照 時 数 は,日 本 で冬 の 天候 が悪 い とい わ れ る北 陸 地 方 の 金 沢

よ り更 に短 く,不 照 日数 も2倍 近 くあ る。

以上 の よ うな気 候 の 差 は,住 生 活 に どの よ うな影 響 を与 え て い る だ ろ うか 。 まず 冬 季 に つ い て 考 え

る と,緯 度 の高 い北 西 ヨー ロ ッパ の 冬 は,長 く,厳 し く,し か も 日照 に 恵 ま れ て い な い 。 この よ うな

冬 を快 適 に過 ごす た め に は 人工 的 な手 法が 不 可欠 で あ り,日 照 を利 用 した 防 寒 法 に 多 くを 期待 す る こ

とは 困 難で あ る 。

しか も,た とえ 天 候 が 良 くて 日照 が得 られ た と して も,高 緯 度 で あ る こ とは 日照 利 用 に 不 利 な影 響

を 及 ぼ す。 図1-8は 南 面 と東 ・西面 に 関 し,冬 至 と夏 至 の 日の直 達 日射 量 を ブー ガの 式 で 大 気透 過
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図1-8冬 至 と夏 至 の 直達 日射 量

一18一



率 を α75と して 求 め た も の で あ る 。冬 至 に つ い て は,南 面 の 受 け る 日射 の 方 が 東 ・西面 よ りも多 い こ

と は どの 緯 度 で も共 通 して い るが,緯 度 が 高 くな る ほ ど受 熱 量 は 減 少 して い る。例 え ば 日本 の ほ ぼ 中

央 にあ た る北緯350に お い て は・9時 ～15時 の6時 間 は300k磁/㎡ ・h以 上 の 日射 が 南 面 で 得 られ,

地 中海 沿岸 地方 に 相 当 す る北 緯40。 で も5時 間 ほ ど得 られ る。 と ころ が更 に北 へ 行 くと南 面 で300k

刎/㎡ ・h以 上 の 日射 が 得 られ る時 間 は急 速 に減 少 し,北 緯50。 で は3時 間程 度 ,55。 で は0時 間 と

な 。て しま うの で あ る.後 に詳 し く述 べ る よ う に3り 躰1・ お い て も 日射 の 弱 嘲.夕 の 日照 は あ ま

り意 識 され て お らず,8～16時 の 間 の 日照 状 況 よ り も9～15時 や10～14時 の間 の 日照 状 況 の方 が 日照

満 足 度 との間 の 関係 が強 い。 この よ う な観 点 か ら考 え て み て も,北 西 ヨー ロ ッパ で 冬 季 の 日照 が重 視

され に くい こと が わ か る 。

次 に 夏 の住 生 活 に つ い て考 え よ う。 日本 で は 南 向 きの 良 さを説 明す るた め に 図1-9が 示 され る こ

C C

(a:冬 至

a

C

b:春 ・ 秋 分

a

C

c:夏 至)

図1-9南 中時 の 南面 へ の 日射

とが多 い。 これ は真 南 を 向 い た 面 に つ い て南 中時 の 太 陽 光 線 の 入 射 状 況 を示 した もの で,北 緯35。 に

お い て は冬 至 に は 室 内深 くまで 日照 が あ る の に対 し,夏 至 に は太 陽 が高 い位 置か ら入 射 す るの で,軒

に妨 げ られ て 室 内に は ほ とん ど 日が入 らな い 。 とこ ろで,こ の 太 陽 光線 の入 射 状 況 も緯度 に よ って異

な る。 北 緯40。 前後 の 地 中 海 沿岸 地方 は ほ ぼ 日本 と 同 じ状 況 で あ るが,北 西 ヨー ロ ッパ に 相 当 す る北

緯50～55。 で は 夏 で も南 面 に か な り 日が あ た る こ とが わ か る。 しか も ヨー ロ ッパ の 住 宅 で は軒 が ほ と

ん ど 出 てい ない もの が 大 半 で あ る た め,夏 の 日射 は窓 に 直 接 照 りつ け る の で あ る。

図1-8で 夏 至 の 日射 量 を み る と,東 ・西 面 の 日射 は 緯 度 に か か わ らず ほ ぼ一 定 で あ るの に対 し,

南 面 の 受 熱 量 は 北へ い くほ ど増 加 して い る の は この ため で あ る。 しか も東 ・西 面 は 午 前 か午 後 の ど ち

らか しか 日が あ た らな い の に対 し,南 面 で は ど ち らも 日射 が あ るた め,北 緯50～55。 で の 南 面 の 日射

量 は 東 ・西 面 とほ ぼ 同 じ とな る 。従 っ て,北 西 ヨー ロ ッパ に お い て は,た とえ 南 面 に 窓 を と って も夏

季 に は か な り 日が射 し込 む の で あ る。 日本 で は 夏 至 の 前 後 は 梅 雨期 で,日 照 の少 な い 時 期 に 相 当 す る

の に対 し,北 西 ヨー ロ ッパ で は天 候 に 恵 まれ て お り、 年 間 で 最 も 日照 時 数 の 多 い こ とを考 え るな らば,

この違 い の重 要 さが わか る だ ろ う 。

日本 の夏 は高 温 多 湿 で あ る ため,開 口部 を 開 け 放 って 風 通 しを良 くす る こ とで 夏 の 暑 さを しの い で

きた 。 しか し,北 西 ヨー ロ ッパ の 夏 は 日本 よ り気 温 が 低 い うえ,雨 が少 な く空 気 が 乾 燥 して い る。従

って,通 風 は な くと も,日 射 さえ 防 げ ば夏 を 過 ごす の は 比 較 的 容易 で あ る 。 ヨー ロ ッパ で は ほ とん ど

の 住 宅 で窓 の 外 に よ ろい 戸.ブ ラ イ ン ド,テ ン トな どの 日除 け が つ い て い るの は この た め で あ り,夏

に ヨー ロ ッパ を 訪 ね る と,日 ざ しの 強 い昼 間 は よ ろ い 戸 等 が 閉 め られ て い る光 景 を 見 る こ とが で き る。
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夏 の 通 風 を 重 視 す る 日本 に お い て は とて も考 え られ ない 光 景 で あ るが,む こ うの 乾 燥 した気 候 で は こ

れ が 普 通 なの で あ る。

「ヨー ロ ッパ で は住 戸 の 日照 は重 視 され て い ず,公 園 や緑 地 で 日光 浴 を す るの が 普 通 な の で,日 本

で も住 戸 の 日照 は無 視 す る方 向へ 進 む べ きだ 」 とか,「 日本 の4時 間 日照 の 原 則 は単 調 で あ り,北 欧

の よ うに種 々 の方 位 を 向か せ,景 観 を 考 え るべ き だ 」 とい った意 見 を 時 々耳 に す る こ とが あ る 。 しか

し,日 本 と北 西 ヨー ロ ッパ で の 日照 の 扱 い の差 は気 候 の差 に も起 因 す る もの で あ り,こ れ を 十 分 考 え

ず にむ こ うの 考 え 方 を そ の ま ま採 用 す る の は問 題 で あ る 。北 西 ヨー ロ ッパ で は確 か に人 々は 公 園 や 緑

地 で 日光 浴 を して い るが,そ れ は主 と して夏 季 で あ り,水 着 を 着 て太 陽 を 楽 しん で い る姿 を 各 地 で 見

る ことが で き る。 また,イ ギ リス の 日 照 時 数 の 短 さ を 知 る と,ア ンウ ィンが 夏 季 の午 後 の 日光 を 重

視 したの も理 解 で きよ う。

ウ ィ トル ウ ィ ウ スの 記 した よ うに,太 陽 と建 物 との 関 係 は 地 域 に よ って 大 き く異 な って い るの で あ

る。

1-3ア メ リカ にお け る 日照 利 用 の 進 展

前 節 でみ たよ うに,近 世 以 降 ヨー ロ ッパ の 中心 と して栄 え た北 西 ヨー ロ ッパ 地 域 に お い て は,そ の

気 候 条 件 の ため に 住 居 で の 日照利 用 は あ ま り行 われ てい な い 。 そ れ で は,地 中 海 沿 岸 地 方 と 日本 を 除

い て,冬 期 に も 日照 に 恵 ま れ て お り,日 照 の享 受 が 重 視 され る可 能 性 の あ る地 域 は な い で あ ろ うか 。

こ の よ う に考 え て 地 図 を見 る と,ア メ リカ合 衆 国 の 緯 度 と気 候 条 件 は北 西 ヨー ロ ッパ よ り もむ しろ地

中海 沿 岸 や 東 ア ジ アに似 て い る こ とが わか る。 緯 度 で は,ア メ リカ北 部 の シカ ゴや ボ ス トンの緯 度 は

420前 後 で ほ ぼ ロー マ と同 じで あ り,サ ンフ ラ ンシ ス コは ア テ ネの,ロ サ ンゼ ル ス は北 九州 市 の緯 度

と ほぽ 等 しい 。 気候 条 件 で も,東 部 は 大 陸 東 岸 で あ るた め 日本 に 近 く,西 端 の カ リフ ォル ニ ア州 は地

中 海 式 気候,南 西部 は乾 燥 気 候 と,い ず れ も冬 季 の 日照 に恵 まれ て い る。

表1-2 ア メ リカ各 地 の 日照 時数

月 別 日 照 時 数(単 位:時 間) 12月
緯度 年 1

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2月

ボ ス ト ン 42.4 1511752112162753`=}432自28724821{ヲ164165 2739 491

シ カ ゴ ∠}1 .8 11251∠}12◎ ∠}2(,6275;0731Q285246216135115 2565 381

ア ル バ カ ー キ 55.1 22⊂,2252795`)454く,3653295ユ931428125さ251
546く, 676

ロサ ン ジェ ル ス 35.9 21622927826429431(}5623423(⊃32台7246237 3專48 自82

マ イ ア ミ 25.8 2;923326ワ28苫27625527◎26121220◎224221 294苫 69苫

出 所:HMSO="Tablesoftemperature,relati▽ehumidity,precipitationand

sunshinefortheworldl'(1972)

表1-2に ア メ リカ 各 地 の 日照 時 数 を 示 した 。 表1-1と 比 較 す る と,地 中 海 沿 岸 地 方 や 日本 よ り

も 日照 に 恵 まれ て お り・ 特 に ア メ リカ南 部 で は冬 季 の 日照 時 数 が 長 い こ とが わ か る。 従 っ て,ア メ リ

カで は 日照 利 用 が 大 い に進 展 して い る可 能 性 が あ る 。 以下 に これ を見 て い くこ と と しよ う。
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なお,日 本 と同 じ く東 ア ジ アに位 置 す る 国 々 も,冬 季 の 日照 に恵 まれ て い る。例 え ば,中 国 に お け

る典型 的 な住 宅 で あ る 「四合 院 」方 式 の住 宅 で は,中 庭 を 囲 ん で4棟 の 住 宅 が 建 って い るが,一 族 の

長 は正 面 に あ る南 面 した 住 宅 に居 住 して い た 。 そ して,こ の住 宅 は北 側 の 開 口部 は 少 な いが,南 側 に

は広い開・部を有 していた35～ 近年1・おける住宅団地の建設においても涌 面樋 視 さ礼 配置計画

では日照を基準に し鱗 棟間隔鱒 重 されており3り 気候が住宅に大きな影響を及ぼ している.と が

わ か る 。

(1)プ エ ブ ロ ・イ ンデ ィア ンの 日照 利 用

ア メ リカに お け る 日照 利用 は,南 西 部 に居 住 した プ エ ブ ロ ・イ ンデ ィ ア ンに始 ま る,と 言 わ れ て い

る。 プ エブ ロ族 は 日照 を巧 妙 に利 用 した い くつか の 遺 跡 を 遺 して い るが,そ の なか で 最 も有 名 な の は

ニ ュ ー メキ シ コ州 の アル バ カ ー キ の西 方 に あ る ア コ マに あ る12世 紀 に つ く られ た住 居 跡 で あ ろ う。 表

1-2で ア ル バ カー キ の 日照 時 数 を 見 る と,乾 燥 気 候 に 属 す るた め に天 候 に恵 まれ て お り,冬 期 で も

月200時 間 を超 え る 日照 が あ り,年 間 の 合 計 で は3,500時 間 に 近 い 。緯 度 も35。 で 日射 が 強 い の で,

夏 の 日射 を ど う避 け,冬 の 日照 を ど う生 か す か が 考 え られ るの は 当 然 の こ と だ と いえ よ う37!

ア コマ は台 地 の上 に建 設 され た住 居 群 で,東 西 に 長 く3列 の住 居 が 並 ん で お り,従 って 開 口部 の大

半 は南 面 して い る。住 居 の 大 半 は3層 か ら成 っ て お り,図1-10に 断 面 模 式 図を 示 したが,1階

は食 料 の 貯 蔵 に 用 い られ,

2階 は 寝 室,3階 は 料 理

や 食 事 な ど の 生 活 に 使 用

さ れ た 。

3列 の住 居 群 の 南 北 の 間

隔 は冬 の 日照 を 妨 げ ない だ

け と られ て い たの で,冬 季

に は豊 か な 日照 を 十 分 享 受

す る こ とが で きた 。 しか も

◇＼

「
コ
コ

↑
S

口
[=]〔 コ

口 口 口
図1-10ア コ マの 断 面 模 式 図

→N

壁 は古 代 ギ リシ アの 住居 と同 じ く熱 容 量 の 大 き い 日干 レ ンガで つ く られ て い た た め,日 中 の 太 陽 熱

は蓄 積 され,昼 夜 の 温 度 変 化 を緩 和 す る作 用 を有 して い た 。1階 が 食料 の貯 蔵 に あ て られ た の も,壁

が 厚 く,気 温 の 変 化 が少 な か った か らだ とい わ れ て い る 。他 方,夏 の 日射 は壁 よ りも屋 根 に 強 くあ た

る(図1-9参 照)。 屋 根 は松 の木 の上 に ワ ラや 土 が 載 せ られ た もの で あ る た め,熱 を 通 しに く く,

か つ 貯 え に く く,夏 の 強 い 日 ざ しを防 ぐ効 果 が あ っ た,と い わ れ て い る。

プ エ ブ ロ族 は この他 に も 日照 に 関 して興 味 深 い居 住 地 を い くつ か 遺 して い る 。 その す ぐれ た 日照 利

用 手 法 が後 に ア メ リカを支 配 す る こと とな る ヨー ロ ッパ か らの 移 民 に は受 け継 が れ る こ と もな く消 え

て しま った の は,残 念 な こ とで あ る 。

(2)太 陽 熱 温 水 器 の普 及

ヨー ロ ッパ か ら移 住 して来 た人 々 は,日 照 に 恵 まれ た ア メ リカに お い て も,ヨ ー ロ ッパ と同 じよ う

な住 宅 を 建 て,居 住 して い っ た。 そ して,ヨ ー ロ ッパ に 比 べ て は るか に豊 か な 日照 を 住 生 活 に 利 用 す

る技 術 は,こ れ まで と は全 く違 っ た方 面,つ ま り太 陽 熱 温 水 器 を入 浴 に利 用 す る とい う形 で 生 まれ,
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普 及 して い 。たの で あ る38≧

欧米 に お い て は,ロ ー マ時代 以降,入 浴 の習 慣 はす たれ て い た。 と こ ろが ・19世 紀 に入 り・ 水 道 や

セ ッケ ンが 普 及 して くる と,家 庭 に お け る入 浴が 次 第 に広 が って い った 。 と こ ろ で・ 日本 と 欧 米 とで

は 入 浴 の方 式 は異 な り,湯 を わ か す方 法 も,日 本 の よ うに 浴 槽 の 下 部 で 火 を 燃 や して温 め る の で な く・

別 の場 所 で 温 め た湯 を 湯 ぶ ね に 入 れ て入 浴が 行 わ れ た 。 そ こで,ス トー ブの 上 に水 を 入 れ た 大 きな 容

器 を お い て温 め る こ と と な るが,こ の仕 事 は重 労 働 で,暑 い 夏 には 特 に 大 変 で あ っ た 。大 都 市 で は,

ガ スや電 気 を 利 用 して 給 湯 す る こ とも行 われ たが,燃 料 費 が 高 く.操 作 もむ ず か しか っ た 。

太 陽 を利 用 す る と,よ り容 易 ・安 価 に 湯を つ くる こ とが で き る。 しか し,黒 く塗 っ た タ ン ク程 度 で

は,温 ま るの に時 間 が か か り,夕 刻 に な る とす ぐ冷 え て しま う。 ア メ リカ東 部 の メ リー ラ ン ド州 で暖

房 器具 を販 売 して い た ク ラ レ ンス ・ケ ンプ は,フ ェル トで 断 熱 し,ガ ラ スで おお っ た木 箱 の 中 に黒 い

鉄 の タ ンクを 入 れ て 温 め る方式 を考 案 し,1891年 に 特 許 を 申請 した 。 彼 は その 温 水 器 を 「ク ラ イ マ

ッ クス」 と命 名 し,単 純 さの極 致 で あ り,直 ちに 温 水 が 出 て くる と,大 々的 に売 り 出 した ので あ る 。

ク ライ マ ック スは,1895年 に は南 カ リフ ォル ニ アで も発 売 され た 。 カ リフ ォル ニ ア は,メ リー ラ

ン ドよ り日照 に 恵 まれ,し か もガ ス ・石 炭 は 輸 送 費 の た め 割 高 で あ った た め,太 陽 熱 温 水 器の 経 済 性

は高 く評 価 され,北 カ リフ ォル ニ アや ア リゾ ナへ も普 及 して い った 。 そ の 中 で,タ ンクの 形 を 工 夫 す

る等 の 改 良 も行 わ れ,改 良 型 ク ライ マ ック ス とい う名 で 販 売 され た 。

1909年 に,ウ ィ リア ム ・ベ イ リー は,受 熱 部 と温 水 タ ンクか ら成 る循 環 型 温 水 器を 考 案 した 。受

熱 部 で 温 ま った湯 は 軽 くな る た め断 熱 され た タ ンクに 入 り,い つ で も温 水 を 使 う こ とが で き る 。 この

温 水 器 は 「デ イ ・ア ン ド・ナ イ ト」 と い う名 前 で 発 売 され,ク ラ イ マ ック ス を駆 逐 す る こと とな った。

タ ンク は屋 根 裏 に 置 か れ,日 射 の少 ない 時 の ため に ス トー ブ等 と も接 続 で き,後 に は不 凍 液 ま で使 わ

れ る よ うに な った 。 しか し,1920年 代 に南 カル フ ォル ニ アで 天 然 ガ スの 発 見 が 相 次 ぎ,安 価 に供 給

され る よ うにな り,下 火 とな った 。

しか し,広 い ア メ リカ に は,カ リフ ォル ニ ア よ り も太 陽 の 豊 か な地 域 が あ る 。 それ は南 フ ロ リダ で

あ る(表1-2の マ イ ア ミ参 照)。 しか も こ こで は地 盤 が 悪 く,ガ ス配 管 が む ず か しい た め,カ リフ

ォル ニ ァ よ り温 水 器 普 及 の 条件 が 整 っ て い た 。 そ して,1923年 に デ イ ・ア ン ド ・ナ イ トが 発 売 され,

現 在 も その 改 良 型 が 使 わ れ て い る 。

(3)ソ ー ラー ホー ム か ら ソー ラー ハ ウスへ

以 上 の よ うに,ア メ リカ で は,ま ず 日照 利 用 設 備 に よ る太 陽 エ ネ ル ギ ー の 利用 が 先 行 し,日 照 の 住

宅 内へ の 導 入 は 遅 れ た 。 この分 野 で は,ボ ス トンの建 築 家 で あ る ウ ィ リア ム ・ア トキ ン ソ ンが 先 駆 的

な仕 事 を 行 って い る 。 ア トキ ンソ ンは,1894年 に病 院 の 設 計 に携 っ た 際,方 位 に 関 す る合 理 的 な 基

準 が な いの に 気 づ い た 。 そ こ で,方 位 に よ る窓 の 受 熱 量を 調 べ た結 果,冬 の 日射 は 多 い が 夏 は 少 な い

南 面 が 良 く,東 ・西 面 は 望 ま し くな い ことを 見 出 した 。 そ して,こ の理 論 を 確 か め るた め に,彼 は 一

方 が ガ ラスで他 方 は 断 熱 した箱 を つ く り,ガ ラスを い ろ ん な方 向 に 向 け て 温 度 を 測 定 し,南 面 の 有 利

さを 明 らか に した ・1912年 に は,こ れ らの 知 見 を も と に"TheOrientationofBuildings,

orplannlngforSunlight"と い う本 を 出版 したが,そ の 中 の室 内 へ の 日射 の 射 入 状 況 を 示

した 図 は,1934年(昭 和9年)に 日本 で発 行 され た 「高 等 建 築 学 第13巻,計 画原 論 」 に 転 載 され て

い る ・ また,高 層 建 築 が 周 辺 に どの よ うに影 を及 ぼす か を示 す 図 を作 成 して市 議 会 に提 出 して お り,
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その結 果1905年 に は新 築 建 物 の 高 さを 道 路 幅 の2.5倍 に 制 限 す る規 則 が ボ ス トンに つ く られ て い る。

ア トキ ン ソ ンの南 面 した窓 の 提 案 が 当 時 の 建 築 家 に 注 目 され なか ったの は残 念 な こ とで あ る。 第1次

大轍 にも 南面の有利さを再親 する動きがあ。たが3g!広 いガラ・は獺 失が大きいという総

の た め,実 施 に は至 って い な い。

南 面 に大 き く開 口を と り,日 照 を 暖 房 に 利 用 す る家 を設 計 して世 間 の 注 目を集 め た のは,シ カ ゴの

建 築 家,ジ ョー ジ ・ケ ッ クで あ る。 ケ ックは 博 覧会 の た め に壁 の90%が ガ ラス の住 宅 を1932年 に建

設 し,そ の施 工 中 に冬 の 日照 で 暖 か い こ とを 発 見 し,そ の後 自分 の 設 計 す る住 宅 に広 い南 向 き の窓 を

と り入 れ る よ う に努 力 した。 そ して,当 時 は珍 しか った二 重 ガ ラ ス窓 を と りいれ,夏 季 の 日射 を防 ぐ

ため に庇 も設 け て い る。1940年 に は 南側 が す べ て 窓 の住 宅 を 設 計 した と ころ,こ れ が 「ソー ラー ホ

ー ム」 と して マ ス コ ミに取 り上 げ られ
,見 学 者 も押 し寄 せ る こ と とな った401

こ う して,ア メ リカで も南 面 の 窓 の 有利 さが広 く知 られ る よ うに な った 。 その 後 の 第2次 世 界 大 戦

時 の石 油 統 制 も あ り,ソ ー ラ ー ホ ーム は か な り広 ま っ て い った 。他 方,広 い窓 に よ る熱損 失へ の疑 問

も出 され,1945～47年 にF・ ハ ッチ ソ ンに よ って調 査 研 究 が 行 わ れ た41≧ その 結 論 は,窓 面 積 と

床 面積 の比 率 が 重 要 で,窓 が 大 きす ぎ る と暖 ま りす ぎて 熱 が 浪 費 され,小 さす ぎ る と暖 ま らな いの で,

適度 な比 率 が 必 要 だ,と い う もの だ った 。

しか し,1940年 代 末 以 降,エ ネ ル ギ ー価 格 が 安 価 に な る と,ソ ー ラー ホ ー ムへ の 興味 は次 第 に 薄

れ て い った 。た だ,一 部 の建 築 家 は,大 き く窓 を あ け,自 然 と融合 した住 宅 を 設 計 し続 け て お り,カ

リフ ォル ニ アの レイモ ン ドーキ ヤピー もそ の1人 で あ る。 キ ャ ピー は,1960年 代後 半 以 降 に設 計 し

た 作 品 で い くつ か の 賞 を 獲得 して い る が,そ の 特 徴 は大 きな ガ ラ スの開 口面 と,変 化 に富 み 開 放 的 な

内部 空 間 で あ っ た。 と こ ろが1973～74年 の 石 油 危 機 の た め,カ リフ ォル ニ ア州 は1975年 に 住 宅

の 窓面 積 を 床 面 積 の20%に 制 限す る規 則 を つ くって しま った 。 キ ャ ピー は,自 分 の設 計 した住 宅14戸

と,同 じよ うな 気 候 ゾ ー ンに位 置 す る窓 の 少 な い5戸 の 住 宅 に つ い て暖 房 に 必要 な エ ネル ギ ーを比 較

検 討 し,州 の 規 則 は 熱損 失 を重 視 し過 ぎて お り,窓 面 積 が70%以 上 の 彼 の 住 宅 の方 が 窓 か らの 日照 と

そ の蓄 熱 等 の た め に エネ ル ギ ー 消費 が 少 な い こ とを 明 らか に した 。 この 結 果,州 の規 則 は 修正 され,

省 エ ネル ギ ー効 果 を 示 せ ば20%以 上 の 窓 を つ くって もよ い こ とと な った の で あ る42～

他 方,ア メ リカで は太 陽か らの 熱 を 集 め,貯 え,そ して取 り出 して住 生 活 に利 用 す る とい う,よ り

高 度 の 技 術 を利 用 した住 宅,す なわ ち 「ソ ー ラ ーハ ウ ス」 が生 まれ る こ と とな った 。

実 は ケ ッ クの ソー ラー ホ ー ム よ りも50年 も前 の1880年 代 に,マ サ チ ュ ー セ ッ ツ州 の 生 物学 者 の エ

ドワ ー ド ーモ ー ス に よ 。 て ソ ー ラ ー ハ ウ ス が 建 設 さ れ て い る の で あ る43!モ ー ス は 日 射 力・窓 の 後 の

黒 い カ ーテ ンに あ た る と カ ー テ ンが 暖 ま って 空 気 が対 流 し始 め る こ とを 見 出 し,こ の 原 理 を 用 い て暖

房 す る こ とを考 え た 。 それ は,ガ ラ スの 後 に 黒 い壁 を 置 き,室 内の 冷 た い 空 気を 下 か ら入 れ,日 射 で

暖 ま った空 気 を 上 か ら室 内 に導 入 す る もの で,1964年 に フ ラ ンスの オ デ イ ヨの ソー ラーハ ウ スに用

い られ,考 案 者 の名 を と って 「トロ ンブ壁 」 と して有 名 に な っ た もの と同 じ原 理 で あ る。 モ ー スは 自

宅 を含 む3つ の建 物 に その 装 置 を 施 し,新 聞 に もそ れ が報 道 され た が,彼 に続 こ うと い う者 は 現 わ れ

な か った 。

モ ー スの 試 み か ら50年 ほ ど後 の1938年 に な り,MITが ソ ー ラーハ ウ スの研 究 を 開 始 す る こ と と

な った。 既 に第1-4号 の ソ ー ラ ーハ ウ スが つ く られ て い るが,例 え ば 第1号 は屋 根 の上 に集 熱 器,

地 下 に温 水 の 蓄 熱 槽 を 置 き,ポ ンプ で水 を循 環 さす と い う機 械 力 を 用 い た もの だ った 。 これ 以 外 に も
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この 研 究 に触 発 され て各 地 で ソー ラー ハ ウ スの試 み が 行 わ れ,ア メ リカ は ソー ラー ハ ウ スの 先 進 地 と

な って い る。

以上 の よ う に,ア メ リカに お い て は,太 陽 熱 温 水 器や ソ ー ラーハ ウ スな どの 施 設 ・設 備 を 用 い る利

用 が 中心 で あ るの が 特 徴 で あ る。近 年 は太 陽 熱 利 用 を 促 進 す るた め に どの よ う に して コ レ ク ター(集

熱 器)へ の 日照 を 確 保 す るか も問題 と な って い るが,コ レク タ ー以 外 によ る 日照 の 享 受 も試 み られ て

お り,今 後 の展 開 に 興 味 が もた れ る。

1-4ま と め

欧 米 にお け る 日照 と住 生 活 の あ り方 の 変 遷 を 考 え る と,そ こか ら次 の2つ の 教 訓 を 読 み と る こ とが

で き よ う。

第一 は,日 照 の利 用手 法 と その 普 及 の 程 度 は 地 域 に よ って 大 い に異 な る とい う こ とで あ る 。 そ の原

因 は主 と して 地 域 に よ って気 候 条 件 や 日射 の 強 さが 違 う こ とに あ る。 従 って,あ る地 域 の 日照 の 利 用

方 法 を 他 の 地 域 で そ の まま用 い る の は困 難 で あ り,あ くまで の 地 域毎 の 気 候,風 土,そ して人 々 の生

活 習 慣 に即 して 考 え る必 要 が あ る だ ろ う。

第 二 は,日 照 の利 用 手 法,お よ び 日照 に た よ らず に快 適 に 生 活 す る技 術 は,共 に 発 展 しつ つ あ る,

と い うこ とで あ る。 「設 備が 発 達 す れ ば 日照 は 不 要 で あ る」 とい う意 見 を 聞 くこ と もあ るが,こ れ は

技 術 進 歩 の一 面 の み を考 え た もの であ り,日 照 利 用 技術 の 発 展 を 考慮 して い な い もの で あ る 。 ア メ リ

カ にお け る 日照 利用 の変 遷 に見 る よ う に,日 照 の 利 用技 術 も着 実 に 進歩 しつ つ あ り,日 照 と設 備 とを

統 一 して考 え て い く こ とが必 要 で あ る。 そ して,今 後 の技 術 の 発 達 に も対 応 で き る こ とを 考 慮 し,日

照 の確 保 を 図 って い くべ きで あ ろ う。
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第2章 日本における日照研究の展開

前章 で は,欧 米 に お け る 日照 利 用 の 変遷 を概 観 した 。一 口 に欧 米 と い って も緯 度 ・気 候 が 異 な る多

くの地 域 か ら成 って お り,日 照 の 利 用 状 況 や建 築 の あ り方 は 地域 毎 に特 性 が あ る こ とが わか っ た。 そ

して,住 生 活 へ の 日照 利 用 が 進展 す るた め に は,緯 度 が高 す ぎ な い こ と と,冬 季 の天 候 の良 い こ とが

重 要 で あ る 。

私達 の住 ん で い る 日本 も,こ の2つ の 条件 を 満 た して お り,古 来 よ り,住 生 活 の な かで 日照 が 重 要

視 され て き た。 この 日本 人 の 日照 観 や 利 用 状 況 は,背 後 に それ な りの 地 域牲 と伝 統 を も つ もの で あ り,

他 の 国 とは違 っ た特 性 を 有 す る もの で あ る。 昭 和51年 に建 築 基 準 法 に と りい れ られ た 日影 規 制 も,他

国 に例 をみ な い ユ ニ ー ク な もの で あ り,日 本独 特 の もの だ と言 え よ う。

本章 で は,日 本 に お い て 日照 が 住 宅 計 画 の な か で どの よ うに扱 わ れ て きた の か,特 に,日 照 に関 す

る計 画理 論 が ど う展 開 して き たの か を 概 観 した い 。 日照 計 画 の理 論 とい え ば,ま ず頭 に浮 か ぶ の が,

戦 後 の公 営 住 宅 で採 用 され た4時 間 日照 の 原 則 と,そ れ を確 保 す るた め の 隣 棟 係 数 で あ る 。 そ こで,

2-1で は戦 前,2-2で は戦 後 につ き,日 照 計 画 の基 準 と研 究 の 展 開 を概 観 す る 。

しか し,戦 後 の高 度 経 済 成 長 に 伴 う都 市 化 の進 展 に よ り,都 市 地 域 の 高 密 化 が 進 み,建 築 に よ る 日

照 妨害 問題 が 発 生 す る よ うに な った 。2-3で は,こ の 日照 問題 が どの よ うに研 究 され,そ して 日影

規 制 が生 まれ る こと と な った の か を み る こ と とす る 。

な お,本 章 以 下 で 用 い る 「日照 時 間 」 とい う言葉 は,気 象 学 上 の用 語 で は な く,一 般 に建 築 学 の 分

野 で用 い られ て い る よ う に,「 雲 の な い 快 晴 の 日に得 られ る 日照 の 時 間 」 を 意 味 して い る。 従 って,

天候の影響は受けないが,建 物等の障害物の状況によって異なる値をとるi!

2-1 戦 前における 日照研究

戦 前 に お い て は,今 日の よ うな4時 間 日照 に 基 づ く住 棟 配 置理 論 は まだ あ ま り知 られ てお らず,も

ちろ ん 日影 規 制 の よ う な ア イ デ ア は形 成 され て い な か った 。 しか し,南 向 きの 良 さ は広 く知 られ て お

り,太 陽 の動 き と住 宅 配 置 との 関 係 もか な り研 究 され て い た 。

(1)冬 の生 活 と 日照

日本 で はか な り古 くか ら南 向 きが 他 の 方 向 よ り も尊 ば れ て お り,地 方 の 農 村 へ 行 くと,南 側 が 広 く

開放 され,そ こ に縁 側 の あ る民 家 を 見 る こ とが で き る。 これ は古 代 ギ リシ アの 住 宅 と同 じ く,冬 季 の

日照 を 十 分 に受 け,同 時 に夏 季 の 日射 を 避 け るた め の 知 恵 だ とい え よ う。 昭 和8年(1933)に 来

日 した ブル ー,.タ ウ トは次 の よ うに 言己して い る2!

南 向 きの 日本 家 屋 は,陽 の あ るあ い だ は一 日 じ ゅ う開 け放 してお くこ とが で き る。冬 の太 陽

はか な り低 い,そ れ だ か ら陽 光 は縁 先 ば か りで な く,夏 の うち は 日蔭 に な って い た座 敷 の一 部

に も射 しこむ の で あ る。 日当 た りの よ い縁 側 で で き る仕 事 は,何 もか も こ こへ 持 ち出 され るg

子 供 達 も,緑 側 に 坐 っ た り,ま た こ こを 遊 び場 に して い る 。
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タ ウ トの 記 述 が わ か るよ うに,当 時 の 日照 利 用 は 人 体 で 日照 を 直 接 享 受 す る こ とが 中 心 で あ っ たが,

これ は 日本 家屋 の 構 造 を考 え る と十 分 納 得 で き る。 徒 然 草 に も書 か れ て い るよ うに,日 本 の 「家 の 造

り様 は夏 を 旨」 と し,通 風 の良 い よ うに各 所 に 広 い 開 口 部 が 設 け られ て い た 。 この た め に冬 季 の 防 寒

に は適 さず,火 鉢 や こた つ に よ る採 暖 で 満 足 す る しか な か った の で あ る。 冬 もあ た た か く降 り注 ぐ日

光 は,こ の よ うな 状 況 に お い て は貴 重 で あ り,こ れ に よ って 暖 を とる こ とが広 く行 わ れ て い た。 窓 ガ

ラスが 普 及 す る まで は 日照を 室 内 に導 入 して 室 温 を 高 め るの は無 理 で あ った し,ガ ラ スが 普 及 した 後

も家 屋 の隙 間 の 多 さの た め にむ ず か しか った の で,日 照 の享 受 は人 体 に よ る直 接 利 用,つ ま り 「日な

た ぽ っ こ」 が 主 流 で あ り,こ の ため に 南 向 きが尊 ば れ た の で あ る 。 日本 の冬 が ヨ ー ロ ッパ に 比 べ て 温

和 で あ った こ と も,こ の よ うな生 活 習 慣 が 形 成 され た1つ の原 因 だ と思 わ れ る 。

昭和 の 初 期 に お い て は,公 衆 衛 生 の 分 野 に お い て住 居 と 日照 と の 関係 が か な り研 究 され て お り,昭

和5年(193。)},戸 旺 三 は窓 の 方 位1、つ い て 次 の よ うに述 べ て 、・る3!

窓 の位 置,方 位,形 状,大 小 及 び 造 構方 法 は室 の死 活 に 関 す る 重要 な る 事柄 で あ る。 而 して

之 等 の事 項 を綜 合 的 に定 む るに は,先 づ其 の他 の気 象 要 素 の変 化,特 に 日射 量 の 変 化 を 知 り,

次 に 室 の 用途 に応 じて所 要 採 光 量 を 定 め た る後,防 暑,防 寒 に適 当 な方 法 を 選 ば ね ば な らぬ 。

我 が 内地 に於 て は,北 緯35。 標 準,京 都 の 測定 に よれ ば,南 窓 の 日射 量 は10月 よ り2月 に亘 る

5ケ 月 間,即 ち 日射 を 歓 迎 す べ き季 節 に は,各 月 略 ぼ 一 様 に最 大 値 で あ って,3月 及 び9月 は

少 々減少 し,4月 及 び8月 は 中 位 に,6月 は最 小 値 で あ る 。之 に反 して東 窓 及 び 西 窓 の 日射 量

は,日 射 を 防止 せ ね ば な らぬ6月 及 び7月 に最 大 に して,11月 乃 至1月 に最 小 とな る 。北 窓 の

日射 量 は 僅少 なれ ど6月 最 大 で あ る 。 比 関係 に従 へ ば,主 要 採 光 面 は一 は 南 に取 り,併 せ て夏

季 の 通風 に便 ず る偽 め,北 窓 を 之 に対 立 せ しめ,南 北 の 両 窓 を 主 な る採 光 面 とす る こ とが 適 当

で あ る。 又7月 及 び8月 の 熱 射 を 防止 す る た め,軒 高10尺 に つ き実 際 上2尺5寸 乃至3尺 の 庇

を 必 要 とす る(理 論 上45尺)。

この よ うに,太 陽 の 動 きや 方 位別 の 日照状 況 の差 が 既 にか な り明 らか と な っ て い た こ とと,防 寒,

防 暑 の 観 点 が重 視 され て い る こ とが わ か る 。特 に南 面 と防 寒 との 関 係 は重 要 で あ り,藤 原 九 十 郎 も 「

防 寒上 よ き家 の構 造 」 に 関 し,「 自然 防寒 法 の第 一 は,南 面 した る室 で,冬 季 日光 を 充分 に受 容 す る

事 にあ る」 と述 べ て い る4!

も ちろ ん,北 西 ヨー ロ ッパ と同 じよ うに,健 康 との 関 係 で 日光 の 重 要 さを 論 ず る動 き も あ る に はあ

。た が5!当 時 の 日照 利 用 の主 流 は そ の温 熱 効 果 にあ り.1-2で 述 べ た よ う},,。 の差 の原 因 は主

に 気 候,風 土 の 差 に 帰 せ られ よ う。

(2)隣 棟 係 数 の 登場

建 築 の分 野 に お い て も早 くか ら 日照 の 重 要 さが 認 識 され て お り,例 え ば大 正10年(1921)に 建

築 学 会 の 通 常 会 に お い て 中 島外 吉 は 「日光 及 日時 計 の 作 り方 に 就 て 」 と い う題 で,日 照 に 関す る詳 し

い講演を行。ている61当 時の日照理論1註 に外国文献をもとにして発展 しており・!太 陽の動きや

季 節,方 位 に よ る 日射 量 の 差 な どが 明 らか に され て い った の で あ る。

で は・ こ う した 日照 学 で の 研 究 成 果 は,住 宅 計 画 の 分 野 に どの よ うに と り入 れ られ たの で あ ろ うか 。

この点 で 重要 なの は,昭 和8年(1933)に 発 行 され た 「高 等 建 築学 」 の 第14巻,「 建 築 計 画」 の

な か の 「住 宅 ・アパ ー ト」(著 者:清 水一)で あ る。 清 水 は,ま ず 「住 宅」 の項 で,7～8月 は絶 対

一28一



に室 内へ の 日射 を避 け ね ば な らず,12月 下 旬 ～2月 は 如 何 な る方 法 を 用 い て も室 内 に充 分 陽 を 入 れ る

必 要 が あ る こ とを 述べ て い る。 そ う して,太 陽 の 動 きを も とに 室 の方 向 と庇 とを検 討 し,南 向 きに縁

側を っ け るの が最 もよ く,10。 内外 の方 位 の ふ れ は問 題 な い と して い る 。続 く 「アパ ー トメ ン ト」の

項 で は,壁 面受 熱 量 か ら考 え,ア パ ー トの主 要 壁 面 は南 面 す るの が適 当 だ と した あ と,次 の よ うに述

べ て い る。

今,居 室 の 主 要 窓 面 を 南 に 向 け て(即 ち建 物 の長 軸 を 大 体 東 西 に 向 けて)並 行 建 設 され る連続

家 屋 型 の アパ ー トが あ った とす る 。(中 略)今1年 中 に於 て,最 も太陽 高 度 の 低 い(即 ち最 も

前 面 建 物 に よ っ て 日射 を 遮 られ る)冬 至 に於 て,1日 受 熱 総 量 の80%以 上 を 南 壁 面 の 窓 が受 け

得 れ ば,先 ず 日照 状 態 は充 分 で あ る と云 う事 に す る 。(中 略)冬 至1日 受 熱 総 量 の約75%は9

a.m。-3Pm.の 間 に 受 け る 事 を 知 る。 この 時 間 中,南 壁 面 全 部 が 完全 な 日射 を 受 け るた め

に は,h=前 面 建 物 高

b=前 庭 幅

と してb=2.35、hを 要 す る 。

以 上 の 検 討 の 後,ア パ ー ト壁 面 は 南 か ら10。 以 内の 角 度 を向 き,少 な くともb=2h・ で きれ ばb=

25hの 幅 の 庭 が あ るの が よい と述べ て い る 。

こ う して,隣 棟 係 数 が住 宅 計 画 の 分野 に登 場 したわ けで あ る。 こ こで重 要 な点 は,日 照 の恩 恵 の な

か で 温熱 効 果 が 重 視 され て い る とい う こ と と,計 画の 目標 は 日照 時 間 で は な く,受 熱 量 に 置 か れ て い

る点 で あ る 。

「高等 建 築 学 」 は,戦 前 の建 築 界 の 最 高 の 知能 に よ って つ く られ た もので あ るが,同 じ く当 時 の学

問 成 果 を 集 め,一 般 住 宅 の あ り方 に つ い て検 討 した結 果 が,昭 和16年(1941)に 日本 建 築学 会発

行の建築雑誌8疑 発表 された 「庶民住宅の技術的研 究」である。これは,日 本建築学会が設置 した

住 宅 問 題 委 員 会 の手 に な る も の で,戦 争 の 進 展 に 伴 って住 宅難 が進 む な か で,主 に都 市 勤 労 者 を 対 象

と して 「応 急 対策 的 な もの で あ るが,現 実 の もの に比 し僅 か に高 い程 度 の もの を 目標 」 に作 成 され た 。

報 告 は,1.規 模 に つ い て,2平 面 計 画 に つ い て,3.構 造 材 料 ・施 工 計 画 につ い て,4,設 備 計 画 の う ち

水 洗 便 所 に つ い て,5.敷 地 計 画 に つ い て,の5節 よ り成 り,日 照 に つ い ては,敷 地 計 画 中 の建 物 間 隔

の項 で 扱 わ れ て い る。 そ こを 引 用 す る と,

建 物 の 南 北 間 隔 は 種 々の 要 件 よ り定 め られ るが,日 照 条件 を主 と して定 めた る場 合 は他 の要

件 を 略 満 足 せ しめ得 る と認 め た結 果,こ れ に よ る こ と とす る。今,正 南面 す る建 物 の 断 面 を第

1図 の 如 く仮 定 し,東 京 に於 け る冬 至 の 日照 を 考 慮 して建 物 の 南 北 間 隔を 算 出す れ ば次 表 の 如

くな るg!

日照条件

階層別

冬 至6時 間 日 照 冬 至4時 間 日 照

完 全 日 照 1階 窓 下 迄 完 全 日 照 1階 窓 下 迄

平 家 建

2階 建

9m

16m

8m

15m

7m

12m

6m

llm

註1.比 の値は東西に長い連続住宅が並列 した場合を仮想 して算出したもの故,1戸 建,2戸

建の如き分離せる住宅に於ては側方より受け得る日照を考慮 して,比 の値を多少減少す

ることは差支えない。又住宅が正南より10。程度又は東に属する事は毫も支障ないが(
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居 間 の み な らず,他 の 室 の 日照 も考 え た場 合 は正 南 よ り西 に10。 偏 る の が適 当 で あ る と

も云 われ る一 一 高 等 建 築学 叢書 第 ユ4巻第55頁),此 の 場 合 に も上 掲 の値 を用 い て 大 な る

誤 差 は起 らない 。

註2.此 の 値 は 東 京 を標 準 と した もの で あ るが,九 州 北 部 か ら東 北 地 方 の 中 央 辺 り まで は略 々

同 様 とみ て 誤 りな く,之 よ り南 の 地 方 に 於 て は 間 隔 を 幾分 縮 め 得 る。 又 之 よ り北 方 に 於

て は 気 候 の 関係 上,冬 季 は 自然 の 日照 よ り人 工 的採 暖 に頼 らね ば な らぬ 状態 に あ り,上

記 の 間 隔 は余 り大 な る意 味 を有 さぬ で あ ろ う。

註1か ら明 らか な よ う に,こ の 基 準 は 「高 等建 築 学 」 叢 書 の 影 響 を 受 け て作 成 され て お り,や は り

温 熱 効 果 が重 視 され て い る。 同 時 に 重要 な の は,日 照 条 件 を 満 足 す れ ば他 の 条 件 も満 足 され る た め,

日照 に よ って南 北 間 隔 を 定 め た,と され て い る点 で あ る。 既 に,高 等 建 築学 第14巻 で は,日 照 条 件 と

採光 条件 と の比 較 が 行 わ れ て お り,「 室 奥6m,片 側 採光 の 場 合{1)を 除 い て は,も し日射 状 態 が 充 分

で あ れ ば(却b=25h以 上 あれ ば)採 光 上 室 内 は 先 ず適 当 な 状 態 に な し得 る101と 記 して い る。 庶

民住宅の技術的研究の基準は,日 照,採 光に加え,戦 時下との関係で当時重視 されていた防火条件U)

を考えているものと思われる。

「庶民住宅の技術的研究」の作成作業 と並行 して進め られていたのが,厚 生省住宅規格協議会の住

宅設計基準の策定である。これは,5ケ 年間に住宅30万 戸を供給するという目標のもとに設置されよ

うとしていた住宅営団に対 し,そ の建設する住宅の基準を与えるものであった。国が住宅の規格を初

めて定めたものとして画期的な意味をもつものであり,先 の庶民住宅基準を学問的基礎として策定さ

れ て い る12～ 昭 和16年(1941)3月 ・・齪 され た,「住 宅 及其,敷 地 設計 基準 」}ま腕 設 計 基 準 と

敷 地 設 計 基 準 とか ら成 り,日 照 は後 者 の 第5項 で扱 わ れ て い る。

5住 宅 ヲ配 置 スル 際 ハ 日照,防 空 等 ヲ考 慮 シ,ソ ノ 間 隔 ハ概 ネ次 表 二依 ル コ ト,但 シ2階 建,

4戸 建.立 体 建 及 共 同 建 二在 リテ ハ ナ ル ベ ク北 側 二道 路 アル 画地 ヲ選 ブ コ ト

南 北 間 隔
東 西 間 隔 備 考

南側二平家建アル場合 南側二2階 建アル場合

標 準

最小限

9m

6m

ユ6m

llm

6m

4m

6時 間 日照

4時 間 日照

「標 準 」 は,庶 民 住 宅 基 準 の 冬 至6時 間 日照 ・完 全 日照(壁 の下 部 まで 日照 が あ る)で あ り
,「 最

小 限 」 は同 じ く冬 至4時 間 日照 ・1階 窓下 迄 に相 当 して い る 。

しか し,戦 争 の 進 展 に よ り,こ の基 準 の実 施 は不 可 能 とな り,臨 時 日本 標 準 規 格(昭 和 ユ8年)が つ

く られ る こ と とな った 。 これ は資 材 の 統 制 を 目的 と した 応 急 的 な もの で あ り
,学 問 的 意 味 は有 して い

ない が,建 物間 隔 に つ い て も基 準 を 示 して い るの で,参 考 まで に 第17条 を 示 す131

集 団住 宅 ノ東 西 方 向 二於 ケ ル 隣 棟 間 隔 ハ4m以 上,南 北 方 向 二於 ケ ル 主 屋 ノ隣 棟 間 隔 ハ1級

地 二在 リテハ10m以 上,2級 地 二在 リテ ハ7m以 上 トシ,南 側 空地 ノ奥 行 ハ1級 地 二在 リテハ

7m以 上,2級 地 二在 リテ ハ5m以 上 トス(後 略)

少 し間 隔 が狭 め られ て い る の が わ か る だ ろ う。
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以上 の よ うに,戦 前 の 時 期 に お い て,建 物 高 さ と影 の長 さ との 関係 が 計 算 され,日 照 を も とに 隣棟

間 隔が 考 え られ て い た ・ そ の際 に重 要 な こ とは.日 射 量 が 重視 され て い た こ とで,冬 季 の受 熱 量 が 多

く,夏 季 は少 ない 南 向 きが よ い と考 え られ て い た 。 そ して,正 午 を 中 心 と した6時 間,あ るい は4時

間 の 日照 時 間 が 基 準 に採 用 され て い る 。 大気 透 過 率 で も異 な るが,北 緯35。 で は9～15時 の6時 間 な

ら冬 至 の全 日 日射 量 の8割 前 後 を,10～14時 の4時 間 で もほ ぼ2/3を 得 る こ とが で き る。 な お,日

照 以外 の他 要 素 との 関係 も考 慮 され て お り,日 照 を満 足 させ れ ば他 条 件 も ほぼ 問題 な い と され て い た。

2-2 4時 間 日照の普及と転機

戦 後 の 日本 の 住 宅 政策 は,420万 戸 と推 定 され る住 宅 不 足 に よ る未 曽有 の 住 宅 難 の も とで,ど の

よ うに して国 民 の 住 み か を 確 保 す るの か,と い うこ とか ら始 め られ た 。政 府 は国 庫補 助 に よ って 応 急

簡 易住 宅 の建 設 を 行 った が,広 さが僅 か20㎡ で,し か も計 画 の15%程 度 しか 建 て られ なか っ た。戦 争

直 後 は他 世 帯 との 同 居 や 非 住 宅 で の居 住 も多 か ったが,食 糧 の 方 が優 先 され,本 格 的 な住 宅 建 設 は 後

回 しに せ ざ るを え な い状 況 で あ った 。

しか し,そ の よ う な状 況 の なか で,あ るべ き住 宅 の姿 につ いて の提 案 が行 わ れ,住 宅 に 関 す る恒 久

的 な施 策 も開始 され る こ と と な った 。

(1)公 的 住 宅 の 日照 基 準

戦争 直後 にお け る住 宅 に 関 す る提 案 と して最 も注 目 され る もの は,昭 和21年(1946)の 「新 建

築」再刊第1号 に載せ られ晒 山夘三の 「新 日本の住宅建設」である14≧ ・の聯1第1号 は 「新 日本

の 住 宅 建設 」 の特 集 号 と して ま とめ られ て お り,当 時 の 困 難 な 状 況 に お い て,将 来 に つ い ての 多 くの

提 案 を 含 ん だ新 鮮 な も ので あ った。そ してそのなかには,日 照 に関連 して重要 な3つ の項 目も含まれ ていた。

その 第1は,冬 季 に は南 面 の 日照 を 最 高 度 に 利 用 して 防寒 を 行 うとい う こ とで あ る 。 この た め に家

屋 の主 開放 面 は南 北 両 面 を 原 則 と し,寝 室 と食 室 は で き る だ け南 面 させ る こと と され てい る。

第2は 住 棟 の平 面 形 で あ る。 住 戸 の 配列 か ら考 え る と,最 も簡 単 な1字 形 を した もの や,L,X,

Y,W,H,[]な ど の もの が あ る。 これ に つ い て は,主 開 放 面 の 方 位 を 南北 と定 め た た め,け っき ょ

く1型 が基 本 型 とな り,こ れ に居 住 部 分 で な い 南北 棟 を 加 え られ る程 度 で あ る と した 。

最後 は隣 棟 間 隔 の 扱 い で あ る。 い くつか の住 居 形 式 を 仮 定 して 人 口密 度 の計 算 が 行 われ て い るが,

そ の際 に は冬 至 に何 時 間 の 日照 が得 られ るか を 基 準 に して 建 物 と空 地 の 関係 が 計 画 され て お り,具 体

的 に は6時 間 日照 に対 応 す る 隣棟 係 数24と,4時 間 日照 に 対 応 す る20が 採用 され て い る 。 そ して,

これ らの 知 見 を も とに デ ザ イ ン した住 区例 も図 示 され て い る。

以上 の よ うに,提 案 の うち の 日照 に関 連 す る部 分 に 関 して 言 え る こ と は,戦 前 の 日照 研 究 を 基 礎 と

してお り,「 庶 民 住 宅 の技 術 的 研 究 」 な ど と同 じ趣 旨を もつ もの だ とい う こ とで ある 。 しか し,提 案

は よ り具体 化 され,中 高 層 住 宅 に も適 用 しう る形 で示 され て い る・

住 宅 営 団 が 閉 鎖 され た 翌 年 の 昭 和22年(1947)に,政 府 は国庫 補 助 を も とに地 方 公 共 団 体 が賃

貸 住 宅 を 建 設 す る と い う施 策 を 拡 大 した。 その 下 で 戦 後 初 の鉄 筋 アパ ー トと して 昭 和22年 度 ～23年 度

に建 て られ たの が 東 京 都 営 住 宅 の高 輪 アパ ー トで あ る。 住 棟 の 設計 に お い て は1乏)南 側 に建 つ住 棟 の

パ ラペ ッ トを 見 た 時 の仰 角 が300に お さ ま る よ うに 考 え られ て い るが,こ の 場 合 には 地盤 面 で 冬 至 に

2時 間 の,1階 床 面 で冬 至 に4時 間 の 日照 が 確 保 で き る。 こ う して冬 至4時 間 日 照 が住 棟 配 置 の
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基 準 と して登 場 したの で あ る。 昭 和26年(1951)に は住 宅 へ の 国 庫 補 助 制 度 を恒 久 化 し・ 計 画 的

に供 給 を行 う目的 で訟 営 住 宅 法 が 制 定 され た。 それ を 受 け て公 営 住 宅 建 設 基 準16)カ ・つ く ら れ,第

25条 に,建 物 の配 置 に 関 して 「公 営 住 宅 及 び共 同 施 設 の 建 物 は,相 互 に,日 照,通 風 及 び 防火 に有 効

で,且 つ,居 住 上 適 当 な間 隔 を 保 って配 置 しな けれ ば な らない 」 と示 され たの で あ る 。 こ の 規定 を も

とに,南 北 の 隣 棟 間 隔 を 十 分 に保 った公 営 住 宅 が 建 て られ て い った 。 た だ,明 確 に4時 間 日照 の原 則

を定めたのは少 し後の。とで,昭 和33年}咄 され舩 営住宅設計基準になる17!こ れは建設基準の解

釈 を 示 した もの で,第3章(団 地 計 画)か ら日照 に 関 す る規 定 を 抜 き出 す と,

二,一 戸建 住 宅 及 び二 戸 建 住 宅

←)住 宅 の 南北 隣 棟 間 隔 は 六 メ ー トル を標 準 とす る 。

三,連 続 住 宅

(⇒ 各棟 の南 北 隣 棟 間 隔 は,平 家 建住 宅 に あ って は六 メー トル を 標 準 と し,二 階 建 住 宅 に あ

って は別 表 第 一 に よ り冬 至 四時 間 の 日照 時 間 が確 保 さ れ る よ うに定 め る こ と。

四,共 同 住 宅

各棟 の 南 北 隣 棟 間 隔 は,別 表 第 一 に よ り冬 至 四 時 間 の 日照 時 間 が 確 保 され る よ うに定 め る

こと。

別 表第 一 に は,緯 度毎 に,真 南 向 き建 物 で 冬 至4時 間 日照 を 確 保 す るの に必 要 な隣 棟 係 数 が示 され

て い る。 これ は真 太 陽 時10時 ま た は14時 に お け る北 方 向 の 影 の 長 さを も と に計 算 され た も の で あ る。

従 って,公 営 住 宅 の 「4時 間 日照 」 と は,た だ単 に 「冬 至 の 日に4時 間 日が あ た る」 と い うこ とで な

く,「 冬 至 の 日の10時 か ら14時 ま での4時 間 の 間,日 が あ た る」,即 ち,日 ざ しの 最 も強 い時 間 帯 の

日照が あ る こ とを 意 味 して い た 。

「4時 間 日照 」 の原 則 に基 く隣 棟 間 隔 の 規 定 は,で き るだ け敷 地 を き りつ め よ う とい う動 きに 対 す

る歯 止 め の 役 割 を果 た し,公 営 住 宅 に 日照 ・採 光 。通風 な どに恵 ま れ た居 住 環 境 を 確 保 す る もの で あ

った。 この 規定 の も とで 一 定 の 密 度 を得 よ うと す る と,主 採 光 面 が 南 に 向 い た 東 西 軸 の アパ ー トを,

必 要 な 隣棟 間隔 ぎ りぎ りに 離 し,平 行 に並 べ る こと とな る 。 そ こ で,「4時 間 日照 」 の 規 定 の た め に,

変 化 に 乏 しい,単 調 な アパ ー ト群 が形 成 され る と い う側 面 も生 じた 。 しか し,こ う して つ くられ た住

ノコは冬 季 の 日照 に恵 まれ,し か も南 向 き で南 面 にバ ル コ ニ ーが あ った た め に 夏季 に は室 内 に 日射 が ほ

とん ど入 らす,居 住 者 に 良 い 環境 を提 供 し,人 々に 日照 の 重 要 性 を 知 らせ る役 目を果 た した の で あ る。

公 営 住 宅 の 「4時 間 日照」 の基 準 は,昭 和30年(1955)に 発 足 した 日本 住 宅 公 団(現 在 は住 宅

・都 市 整 備 公 団 と改 称)と も ほ ぼ共 通 して い る
。 昭 和32年 に 定 め られ た公 団住 宅 建 設 基 準18)の 第2

章(世 帯 向住 宅)第13条 は,日 照 に つ い て 次 の よ うに 定 め て い る。

住 宅 の一 以 上 の 居 住 室 の 日照 時 間 は,冬 至 に お い て 原 則 と して4時 間 以 上 とす る 。 た だ し,

高度 に土 地 を 利 用 す る こ とが必 要 な 市街 地等 で,敷 地 の 状 況 に よ り,前 段 の 規 定 に よ り難 い と

き は,こ れ を1時 間 以上 とす る こ とが で きる 。

ま た,政 府 の 住 宅 政策 の も う1本 の 柱 で あ る住 宅 金融 公庫 の 融 資 住 宅 に つい て も,防 火 ・準 防 火 地

域 等 以 外 に お い て は,主 採 光 面 が 冬 至 に お い て原 則 と して3時 間 以上 の 日照 を 確 保 す る こ とが ,そ し

て住居系地域の融資集団住宅等については冬至4時 間の日照を得 るべ きことが示されている1g!

以上 の よ うに・ 戦 後 ・ 特 に 昭 和30年 代 は,隣 棟 係 数 に も とず い て住 宅 団 地 を 計 画 す る こ とが 公 的 住

宅 に お い て定 着 し・ それ を 通 じて 日照 の 重 要 性 が 国 民 に広 く知 られ る よ う に な って い った 時 期 だ と言
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うこ とが で き る。 隣棟 係 数 に 沿 って 東 西 軸 に平 行 に並 ん だ アパ ー ト群 は,冬 季 は 正午 を 中心 とす る時

間帯 の 日照 に よ って 暖 め られ,夏 季 は 日射 が あ ま り入 らな い た め,年 聞 を 通 じて よ い 環境 を享 受 す る

こ とが で きた の で あ る。

ここで 見 逃 して は な らな い の か,鉄 筋 コ ン ク リー ト造 の アパ ー トは隙 間 が 少 な い点 で あ る 。従 来 の

木造 住 宅 で は 室 の 空 気 が 暖 ま って も換気 の た め に 流 出 し,日 照 は人 体 を 直 接 暖 め る作 用 しか持 た なか

ったが,隙 間 の 少 な いRCア パ ー トで は 暖気 が 逃 げ に く く,暖 房 効 果 を も期 待 で き るよ うに変 化 した 。

藤 井正 一 らの 調 査 した 結 果 に よ る と2噴 冬季 に 日射 が あ ると,南 の 部 屋 は北 室 よ り6℃ 以 上 も高 温 と

な る ことが わか って い る。 しか も,鉄 筋 コ ンク リー トは熱 容量 が大 き いた め,昼 と夜 の温 度 差 を 緩 和

す る作 用 が あ り,昼 間 は 日射 が な い 限 り外 気 よ り低 温 とな る が,夜 間 は外 気 よ り5℃ 前後 も暖 か い 。

特 に昼 間 に 日射 が あ る と その 影 響 が 夜 まで残 り,南 室 は北 室 よ り3℃ ほ ど暖 か くな って い た 。 こ う し

て,鉄 筋 コ ンク リー ト造 の 公 的 住 宅 で は,日 照 の 利 用 法 は 一段 と進 展 した と言 え よ う。

(2)東 西 軸 平 行 配 置 の 見 直 し

昭 和30年 代 の末 か ら40年 代 にか けて,隣 棟 係 数 に 基 づ く東 西軸 平 行 配 置 に も転 機 が 訪 れ る こ とと な

っ た。 そ の 第一 は,南 面 平 行 配 置 を 行 った アパ ー ト群 は単 調 で居 住 地 の 視 覚 的 ま と ま り も得 られ ない

点 を 反 省 し,千 里 一 ユー タ ウ ンの 大 阪 府 営 住 宅 に お い て 様 々な 方位 を 向 い た住 棟 に よ る囲 み型 配 置 が

試 み られ た こ とで あ る 。 これ は居 住 地 計 画 の 面 か らは 一 定 の進 歩 と考 え られ るが,東 西 に 面 した南 北

軸 住 棟 が熱 環 境 的 に み て ど うなの か が 問 題 とな った 。 そ こで,前 田敏 男 を 中心 と した18名 の グ ル ー プ
21)

に よ り,千 里 二,一 タ ウ ンを 対 象 と して 「共 同 住 宅 の 方 位 と熱環 境 と の 関係 に関 す る調 査 研 究 」

が 行 わ れ た 。

この 研 究 は南 北 向 き と東 西 向 きの 住 戸 に つ き,気 温,グ ロ ー ブ温 度,気 流,日 射 射 入 状 況 な どを 比

較 調 査 し,あ わ せ て居 住 者 ア ンケ ー トも行 った もの で あ る。 ユ ニ ー クな点 は,既 に 入居 され て い る住

戸 につ い て,通 常 の居 住 状 況 の ま ま調 査 してい る こ とで,夏 の 日射 遮 蔽,冬 の ス トー ブ使 用等 に つ い

て も調 べ られ て い る。夏 に つ い て は,東 西 向 きが 南 北 向 きよ り も 日平 均 室 温 が α2～0.9℃ 高 く,在

室 者 の 体感 温度 を示 す と思 われ る グ ロー ブ温 度 も2℃ 程 度 の 差 に す ぎ な か った。 しか し,太 陽 の直 射

を 受 け る とグロー ブ温度 が著 しく上 昇 す るので,東 西 向 き住 戸 の居 住 者 は 日射 防 止 に苦 労 して お り,午

前 と午 後 で の居 室移 動 もか な り行 われ て い た。 冬 季 は,晴 天 の 非 暖房 時 に は室 温 の 差 が 大 き く,南 北

向 きは 一戸(洗 濯物 ・す だれ の た め に 日射 が 少 ない)を 除き 日中は ス トーブを 使 用 して い な い 。他 方,

東 西 向 きは 一戸 を 除 い て 晴曇 にか か わ らず ス トー ブを 使 用 して お り,冬 に寒 くて困 る とい う者 が南 北

向 きの2倍 強 い た 。 この よ うに,東 西 向 きで は居 住 の た め に 各 種 の対 策 が必 要 で,南 北 向 きの 方 が 熱

環 境 上 す ぐれ て い るが,対 策 の進 展 に よ り,い か な る方 位 で もよ い 室 内 環境 が 得 られ る可 能 性 もあ る,

と結 論 づ け て い る。

この 問題 に対 して,居 住 者 の住 意 識 の面 か らア プ ロー チ した の が,扇 田信 を 中心 と した グル ープ に

よる 「近隣空間の形成に関する研究」の第2章 「住棟方位による・照と住み方の踊 」である22!

同 じ く千里 ニ ュー タ ウ ンを対 象 に行 わ れ た が,方 位 に よ る良 し悪 しがか な り明 白な形 で 表 われ.南 か

ら45。 あ た りで 「住 み に くい」 とす る もの が 「住 み 易 い 」 よ り も多 くな つて いた 。 東 西 向 き住 戸 で は,

夏 には 西 日の影 響 が あ り,ま た冬 に は洗 濯 物 が 乾 き に くい の が 問題 と して指 摘 され て い る。 た だ,囲

み 型 配 置 に は そ れ な りの長 所 もあ る の で,今 後 設 備 や 間 取 りに 配慮 して い け ば,必 ず しも南 向 きに 固
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執 す る こ とが な くな る段 階 も来 るで あ ろ うと述 べ られ て い る 。

以土 の よ うに,囲 み型 配 置 に伴 う東 西 向(南 北軸)住 棟 は,将 来 は ともか く現状 に お い て は問 題 を

有 して お り,南 北 向(東 西軸)あ るい はそ れ を30～40。 程 度 まで 回転 した もの の方 が,熱 環 境 的 に は

す ぐれ て い る こ とが 明 らか で あ る。

東 西 軸 平 行 配 置 の 第こ の転 機 は,市 街地 の地 価 の 上 昇 に 対 応 して,住 宅一 戸 あ た りの 用 地 取 得 費 を

軽 減 す るた め に,正 午 を 中心 と した冬 至4時 間 日照 の 原則 を 変 更 しよ う とい う動 きが 出 て き た こ とで

あ る。既 に 昭和30年 代 の 初 期 か ら 日本 住 宅 公 団 は 借 地 な どの方 式 で一 般 市街 地 住 宅(い わ ゆ る下 駄 ば

き住 宅)を 建 設 していた斜 こ こで は敷 地 の 制 約 等 の た め に冬 至4時 間 日照 の例 外 と され,南 北 軸 中廊

下 方 式 の アパ ー トな ど もつ く られ て い た 。 と ころが,昭 和40年 代 に入 り,10加 内外 も あ る工 場 跡 地 等

を全 面 買 収 して 高層 アパ ー トを 建 て る 「面開 発 市 街 地 住 宅 」 が 登 場 す る に至 っ て,そ の 日照 基 準 を ど

う した らよ いか が 問 題 と な った の で あ る 。従 来 の4時 間 日照 を 前提 とす る と,10階 建 の アパ ー トを建

て て も,容 積 率 はせ い ぜ い150%程 度 ま で しか 利 用 で き な い 。 しか し,建 物 を 南 北 軸 の 中 廊 下 ま た

はH型 棟 にす る と200%前 後 の 容 積 率 が得 られ る 。住 戸 の 日照 は午 前 ま た は午 後 の2時 間 に低 下 す

る が,棟 間 の空 地 で は十 分 に 日照 を 享受 で き る,と い うわ けで あ る 。 そ こで,こ れ を 是 認 して よい の

か,ま た 過 密 化 防止 の歯 止 めを ど う設 け る のか,が 問 題 と な った 。

広 原 盛 明,森 本 信 明,阿 部 成 治,岡 部 明子 に よ る 「市 街 地 住 宅 に お け る 日照 条 件 の 調 査 研 究 」窃 は

面 開 発 市 街地 住 宅.高 級 マ ン シ ョ ン,町 家,木 賃 アパ ー トの比 較 を通 して,日 照 が住 生 活 に与 え る影

響 を 明 らか に しよ う と した もの で あ る。 この 研 究 は,冬 季 の 暖 か さ以外 に,夏 季 の暑 さ,洗 濯物 とふ

とん の乾 燥,乳 幼 児 の 日光 浴,園 芸,明 る さ(採 光)に つ い て も調 べ た結 果 ,こ れ らの条 件 も 日照 条

件 に応 じて変 化 して お り,い ず れ も 「開 放性 」 の も た らす 恩 恵 と考 え られ,日 照 は こ れ らの恩 恵 の 中

で主 要 な もの で あ り,か つ 明 快 で把 握 しやす い現 象 なの で,居 住 環 境 を あ らわ す 代 表 的 な指 標 と して

と りあ げ られ て き たの だ と述 べ て い る。 そ して,住 戸 の 方位 は居 住性 に 大 きな 格 差 を もた ら し
,南 北

軸 中廊 下 式 住 棟 は,従 来 の東 西 軸 住 棟 に 比 べ て 条件 が悪 く,冷 暖房 ・乾 燥 な どの 設 備 を 十 分 に拡 充 し

な い まま 日照 条件 を低 下 させ る こ と は問 題 で あ る,と 結 ん で い る。

東 や 西 に主 開 口 面の あ る南 北 軸 住 棟 の住 戸 環 境 が,南 向 き の住 戸 に比 較 して劣 っ て い る とい うこ と

は,先 の 千里 ニ ュー タ ウ ンで の2つ の 調査 結 果 と も共 通 して お り
,日 本 に お い て は方 位 を重 視 す る必

要 の あ る こ とを 物 語 って い る。 しか し,地 価 の 上 昇 に よ る用 地 費 の 増 加 を
,容 積 率 の 上 昇 で 緩 和 しよ

う とい う動 きの な か で,昭 和45年5月 に は 「既 成 市 街 地 等 に お け る高 層 公 営 住 宅 に対 す る 日照 条 件等

の環境基準について」 という腱 が出された24～住戸の日照に関する部分を抜き出すと
,

1.住 環境の向上

既成市街地等における住環境の向上を図るため,日 照,採 光,通 風,プ ライバ シー等を

保持 し,か つ,児 童公園,公 園緑地等の公共空地が十分確保 されるよう住宅団地の開放性に

留意すること。

3住 戸への日射量の確保

(前略)多 雪寒冷地区を除き,冬 至における2時 間の日射量に相当する日照を確保するこ

ととし,こ れが不可能な場合は代替施設を計画すること。

4.住 戸への日照時間の確保

多雪寒冷地区を除き,各 住戸に対 して冬至1時 間の日照時間を確保すること。
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同 名 の住 宅 建 設 課 長 通 達 に よ る と2宛 確保 す べ き2時 間 の 日射 量 とは,南 向 き面 の もの で は な く,

「東面 す る垂 直 壁 面 に 対 す る午 前10時 か ら正午 まで(西 面 す る垂 直壁 に対 して は,正 午 か ら午 後2時

まで)の 日射 量 」 で あ る。 こ う して.こ れ まで の 「正 午 を 中心 と した4時 間 日照 」 が,市 街 地 の 高 層

住 宅 で は 「2時 間 の 日射 量 と,1時 間 の 日照 」 とい う基 準 に下 げ られ たわ けで あ る。冬 の寒 さ との 関

係 で 問題 と な る 日射 量 は 半 分 に 減 った よ うに み え る が,果 た して そ うで あ ろ うか 。前 章 の 図i-8で

明 らか な よ う に,10-12時 の 東 西 の 日射 量 は 南 面 に比 べ て は るか に少 な く,約1/35し か ない 。 つ

ま り,冬 至 の 日射 量 で み る と1/7,日 照 時 間 で み る と1/4に 基 準 が 下 げ られ た わ け で あ る。 しか

も,南 面 は夏 に はバ ル コ ニ ーが あ れ ば ほ とん ど 日が射 し込 ま な い の に対 し,他 の方 位 で はか な りの 日

射 が あ る ため,冬 季 の み な らず,夏 季 の居 住 環 境 も悪 化 す る恐 れ が あ る と言 え よ う。

この よ うに,定 着 して い た4時 間 日照 の基 準 に対 し,団 地 景 観 の面 と土 地 の高 度 利 用 の 面 か ら転 機

が 訪 れ たの が この 期 の 特 徴 で あ り,そ の状 況 は 現在 へ と受 け継 が れ て い る。熱 環 境 的 に は,従 来 の 正

午 を 中心 と した4時 間 日照 が す ぐれ て い る こ とは 明 らか で あ る 。 しか し,高 騰 す る地 価 の 圧 力 に よ り,

既 成市 街 地 で は基 準 の 重 要 な 変 更 が 成 され,公 的 住 宅 に お け る 日照 条 件 等 の低 下 が いわ ば 公 認 され た

形 とな っ た 。

もち ろん,方 位 に よ る居住 環 境 の差 は それ ほ ど大 幅 な もの で は ない の で,設 備 の 充 実 に よ って解 決

しうる と い う考 え も成 り立 つ 。 確 か に,人 体 に 直射 日光 が あ た る場 合 を除 外 し,暖 房 後 の室 温 で考 え

れ ば,東 西 軸 と南 北 軸 の 差 は あ ま り大 き くは な い 。 しか し,居 住 者 の 意 識調 査 で は両 者 の 差 が 明確 に

出て きてお り,南 北 軸住 棟 の居 住 者 が,快 適 に暮 らす ため に 夏 ・冬 と もに か な りの工 夫 ・負担 を 強 い

られ て い るの は 事 実 で あ り,従 来 の4時 間 日照 のす ぐれ てい た こ とは 疑 う余 地 の ない こ とで あ る 。

2-3 日照問題 と日影規制

建 物 を 建 築 す る と,そ の北 側 に対 して 日影 を 及 ぼ す こ と とな る。 敷地 が ゆ った り して い る間 は これ

は それ ほ ど問題 とは な らな か った が,敷 地 の 細 分 化 と建 物 の 高 層 化 に伴 い,日 照 問 題 と して と りあ げ

られ る よ うに な った 。 古 くは 大正 年 間 に裁 判 と な った 例 もあ るが26!昭 和40年 代 に 入 り,都 市 の高 密

化 と高 層 化 が進 行 す る の に伴 い,日 照 妨 害 事 件 が 頻 発 す るよ うに な り,大 き な社 会 問 題 と化 した の で

あ る。

(1)日 照 問題 の展 開
27)最 高 裁判 所 が初 め て こ の問 題 を 扱

っ て損 害 賠 償 を 認 め た世 田 谷 区砧 町 事 件 が そ うで あ った よ う

に,当 初 の 日照 紛 争 は2階 の 建 築 に よ って 北 側 に 隣 接 した住 宅 の 日照 ・通 風 が 悪 化 す る とい う形 の も

の が 多 か った 。 この 種 の 紛 争 で は,被 害 が ほ ぼ1戸 に 限 られ る こ と もあ り,近 隣 関 係 の な か に 埋 没 し

が ちで,問 題 と して は顕 在 化 しない こ とが 多 い 。 しか し,日 影 を 及 ぽす 建 物 に 建 築 基 準 法 違 反 の あ る

ケ ース もあ り,そ の 場 合 に は違 法 建 築 問 題 と して 顕在 化 す る こ と もあ る 。砧 町 事 件 も昭 和45年 改 正 前

の 建築 基 準 法 下 にお け る第2種 空 地 地 区(容 積 率30%以 下)で の違 反 建 物 で あ った し,昭 和41年 に 結

成 され た 「違 法 建 築 被 害 者 の 会 」 の メ ンバ ーの7割 強 の者 が 日照 ・通 風 の悪 化 を 訴 え てい た2臆

これ らの2階 建 に よ る 日照 問 題 は,一 般 に 「個 別 住 宅型 」 の 問題 と呼 ばれ て お り,件 数 的 に は非 常

に 多 い2g!南 側 の 敷 地 に2階 を 建 築 した 者 に と って み れ ば,そ れ は狭 さを 解 決 す るた め の 行 為 で あ り,
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設 計変 更 な どの妥 協 に よ って解 決 の 余 地 を 見 出 す こ とは 容易 で は な い 。 地 価 の 上 昇 に伴 い ・ 平 均 的 な

住 宅 地 の 敷 地 規 模 は 次 第 に狭 小 化 の 傾 向 に あ るが,敷 地 が狭 い ほ ど2階 建 の 住 宅 が 増 え ・2階 床 面積

が 大 き くな り,同 時 に庭 の面 積 が 狭 くな るの で,日 照 を得 る こ とは 困 難 とな らざ るを え な い ・従 って・

この 種 の 日照 問 題 は今 後 と も な くな る こ とは な く,む しろ拡 大 して い くもの と考 え られ る。

個 別 住 宅型 の 日照 問 題 は被 害 者 の 泣 き寝 入 りに終 る こ とが 多 い の に対 し,数 次 に わ た る マ ンシrン

・ブ ーム の な か で住 宅 地 に侵 入 して きた マ ンシ ョンに よ る 日照 問題 は,こ れ まで の 住 宅 と は異 質 な建

物 に よ る問題 で あ り,影 響 を 受 け る戸 数 も多 い の で,建 設 反 対 の運 動 が起 きや す く,広 く世 間 の 注 目

を 集 め るに至 った。 「高 層 建 築 型 」 と呼 ば れ て い る この 問 題 の場 合 は,加 害 者 側 は 建 築 基 準 法 の 許 容

限 度 い っぱ い ま で土 地 を 利 用 しよ う とい う不 動 産 業 者 で あ る場 合 が多 く,被 害 者側 も団 結 しや す く,

様 々な工 夫 を こ ら して 反 対運 動 が進 め られ,「 建 築 公 害 対 策 市 民 連 合 」 や 「日照権 と環 境 を 守 る首都

圏 住民 協議 会 」 な どの 団 体 も結 成 され た 。閑 静 な居 住 環 境 を セ ー ル ス ポ イ ン トの1つ とす る マ ンシ ョ

ンは,こ れ まで 日照 に 恵 まれ て い た良 好 な住 宅 地 に立 地 を 求 め る もの が 多 く,周 辺 居 住 者 に と って は

異 質 な侵 入 者 で あ り,そ れ まで享 受 して い た良 好 な居 住 環 境 を 大 き く損 な う もの で あ るが 故 に,強 い

反 対 が起 き たの も当 然 で あ った 。

これ らの住 民 運 動 は,当 初 は あ ま り成 果 を あ げ る こ とが で き なか っ たが,運 動 の 高 ま りの な か で次

第 に 力 を強 め,昭 和40年 代 の 後半 に は,設 計 の 一 部 変 更,更 に は建 設 中止 と い った 成果 を得 る こ とも

珍 し くな くな っ て きた 。 この よ うな状 況 の も とで,都 市 に お け る 日照 の確 保 を ど う考 え るの か,ま た

そ の た め に は どの よ うな 対 策 を行 う必 要 が あ るの か が,建 築 界 の 内外 を 問 わず に議 論 され,研 究 され

る こ と とな ったの で あ る。

(2)日 照 研 究 の 進 展 と 日影 規制 の登 場

日照 問題 に関 連 して 行 わ れ た研 究 は,住 生 活 に関 す る もの と,建 築 規 制 の あ り方 に 関 す る もの とに

大 別 され る 。

日照 につ いて まず 問 題 とな るの は,日 照 が 住 生 活 に どの よ うな恩 恵 を 与 え て お り,ど の程 度 の 日照

水 準 が 望 まれ るか で あ る。 この種 の研 究 に 先 鞭 を つ け た の は,2-2で も触 れ た広 原 盛 明,森 本 信 明,

阿部 成 治.岡 部 明子 に よ る 「市 街 地 住 宅 に お け る 日照 条件 の 調 査 研 究 」 で,日 照 が 暖 か さ ・通 風 ・採

光 ・乾 燥 な どの 住生 活 の様 々 な面 に も関 連 して お り,開 放 性 の もた らす 恩 恵 の 代 表 的 な指 標 で も あ る

こ とを 明 らか に した 。

この 研 究 は,日 照 条 件 を 南 向 マ ンシ ョ ン,公 団 住 宅(南 向 ,東 向,西 向),町 家(東 西 向),木 賃

アパ ー トとい う住 宅 階 層 で と らえ,日 照 時 間 そ の もの は 測 定 して い な か っ た 。 しか し,そ の 後,魚 眼

レ ンズを用 い て撮 影 した 写 真 を も とに 日照 時 間 を 測 定 す る方 法 が 発 達 した 。 そ こで,こ れを 用 い て 日

照 時 間 と居 住 者 意 識 との 関 係 を 明 らか に しよ う とい う研 究 が 行 わ れ る よ う に な った 。

日照 時 間 を 実 測 し,居 住 者 意 識 との 関 係 を探 ろ う と した 初 め て の 研 究 は,松 浦 邦 男,中 村 泰 人,中

村 幸 彦 に よ る 「京 都 市 に お け るア ンケ ー トと実 測 に よ る 日照 調 査 」30)であ る これ は,住 宅 の1・2階

の それ ぞれ い ちば ん 日当 りの 良 い 部 屋 に つ き,窓 中 央 で床 上 高 さ1mの 窓 内側 面 上 の点 の立 春(2月

4日)に お け る 日の 出 か ら 日没 ま で の 日照 時 間 を,魚 眼 レン ズに よ る写 真 を 用 いて 測 定 し,居 住 者 の

意 識 す る 日照 時 間,お よ び 日照 に 関 連 す る諸 要 素 へ の 居 住 者 の 満 足 感 との 関 連 を み た もの で あ る 。実

測 日照 時 間3～4時 間 が,住 民 の意 識 が 満足 か ら不 満 足 に 転換 す る点 に 対 応 して い る,と い うの が 結
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論 で あ る。

そ の後,こ れ に 類 似 す る研 究 が,伊 藤i克三 に よ り,川 西市31)お よ び大 阪 府 下10市32)に つ い て行 わ

れ て い る。 前 者 で は 居 室 の 窓 中 央 地上1.2mに つ い て 冬 至 の8～ 工6時の,後 者 で は居 間 開 □部 中央 の

床上1mの 地 点 に つ い て 冬 至 の 日の 出 か ら 日没 まで の 日照時 間 を 測 定 して 検 討 した と ころ,満 足 と不

満 足 との分 岐 点 に 相 当 す る実 測 日照 時 間 は ほ ぼ3時 間 で,こ れ は住 民 の 意 識 す る 日照 時間 で は約4時

間 に相 当 してい た 。

た だ,上 記 の3調 査 に 共通 して 言 え る こ とは,住 民 の意 識 す る 日照 時 間 と写 真 か ら実 測 した 日照 時

間 との 関連 で,意 識 す る 日照 時 間 の 方 が長 目で,し か も両 者 の相 関 が 低 く,例 え ば大 阪 府 下 の 調 査 で

は 相 関係 数 が0.42に 過 ぎな か った点 が 問題 と して残 され て い る。 なお,東 京 や 名 古屋 につ いて も類 似

した研 究 が 行 わ れ て お り,ほ ぼ 同様 の結 果 が導 かれ て い る。

これ らの 研 究 に よ って,日 照 は住 生 活 上 重要 な役 目を 担 っ てお り,人 々は一 定 の 日照 を 欲 して い る

こ とが 明 らか とな った 。 そ こで 問題 とな る のが,日 照 の確 保 され た 市 街 地 を ど う形 成 して い くの か と

い うこ とで あ る。 先 に述 べ た よ うに,従 来 か ら隣 棟 係 数 を も とに した居 住地 計 画手 法 はあ った が,こ

れ が適 用 され て い た の は計 画 的 に開 発 され た公 的 住 宅 に よ る中 高 層 団地 に ほ ぼ限 られ てい た。 建築 基

準 法第29条 に は,「 住 宅 は,敷 地 の周 囲の 状 況 に よ ってや む を 得 な い場 合 を除 く外,そ の 一 以 上 の居

室 の開 口部 が 日照 を受 け る こ とが で き る も ので な けれ ば な らな い 」 とい う規 定 は あ っ たが,南 側 の建

物 の 日影 とな る の は 「敷 地 の 周 囲 の 状 況 に よ っ てや む を 得 な い 場合 」 で あ り,日 照 問 題 に 対 して は実

効 力 を 有 して い な か った ので あ る 。

続 発 す る 日照 問題 とそ れ に対 す る有 効 な対 策 の な さに 困 った 大 都 市 圏 の市 区町 村 の な か に は,紛 争

を防 止 す るた め に,建 築 指 導 要 綱 を 作 成 す る もの が 現 わ れ るよ うに な った 。要 綱 は行 政指 導 の基 準 で

あ り,法 的拘 束 力 を 有 す る もの で は ない が,実 際 に は か な りの 効力 を も っ て い る 。 しか し,ど う して

も従 わ な い場 合 の強 制 力 の な さや,自 治 体 に よ って 内 容 の 異 な る こと は問 題 で あ り,ま た 建築 す る側

か らは,建 築 基 準 法 に適 合 してい るの に な ぜ 建 築 で きな い の か とい う疑 問 も強 く出 され,建 築 審 査 会

への審査請求を行 う例もあらわれた3亀

この よ うな状 況 の なか で 行 わ れ た 研 究 が,全 国 市 街 地 再 開発 協会 に 置 かれ た 日照 実 態 調 査 委 員 会 の

「住 宅地 の 日照 実 態 と 日照 に 関 す る基 準 」34)であ る。 これ は 昭和51年 の 建 築 基 準 法 の 改 正 に よ って登

場 した 「日影 規 制 」 に理 論 的 根 拠 を 与 え る,非 常 に 重 要 な研 究 で あ る。 まず,当 時 の 建築 指 導 要 綱 を

集 め て検 討 した結 果,④ 関 係 住 民 の 同 意 に よ る方 式,◎ 周辺 住 居 の 日照 を 一 定 値 以 上 確保 す る 日照 確

保 方式,0建 築 物 が 周 辺 に 及 ぼ す 日影 を 規 制 す る 日影 規制 方 式,の3方 式 が あ り,建 築 規 制 の ため の

基準 と して は◎ の 日影 規 制 方 式 が す ぐれ て い る こと を述 べ て い る 。次 に,日 影 規 制 の 方式 と して,①

北側 斜 線 に よ る基 準,② 日影 濃度 基 準 と敷 地 外 排 出総 日影 規 準 との 併 用,③ 南 中 時 を 中心 とす る一 定

時間 の 日影 を規 制 す る基 準,④2種 類 の濃 度 の 日影 を 規 制 す る基準,の4つ を比 較 検 討 した結 果,④

の2種 類 の 濃度 の 日影 を規 制 す る方 式 が 最 も適 切 だ と して い る。建 築審 議会 建 築 行 政 部 会 市 街 地 環 境

分 科 会 で も この結 論 が受 け入 れ られ,現 行 の 日影 規 制 とほ ぼ 同 じ方 式 を提 案 した 「日照 確 保 の た め の

建 築 規 制基 準 に つ い て の 中間 報 告 」 が 昭 和48年8月 に 出 され た 。
籠)

と ころ で,こ の 昭 和48年(1973)と い う年 は 日照 問 題 に関 す る百 家 争 鳴 の 年 で あ った とい え る。

まず4月 に は,日 本建 設業 団体 が 「日照 問題 に関 す る要 望 書 」 を 提 出 し,日 照 に か か わ る住 民運 動 は

エ ゴイ ステ ィ ッ クな もの で あ り,早 急 に 日照 基 準 を 制 定 し,必 要 に 応 じて 建 築 基 準 法 改 正 を行 って,
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地 方 自治 体 の 行 政 指導 は撤 回 す べ き こ とを 述 べ て い る 。5月 に は,建 築公 害 対 策 市 民 連 合 が 東 京 都 議 会

に 対 して,「 日あ た り等 快 適 な 住 環 境 の確 保 に 関す る条 例 案(日 あ た り条 例 案)」 の 直 接請 求 を 行 って

い るが,こ れ は建 築 に関 す る周 辺 関 係 住民 の 同意 制 を基 本 と した も の で あ った 。続 い て6月 に は,東 京

都 の 設 け た太 陽 の シ ビル ミニマ ム に 関 す る専 門 委 員 が,「 太 陽 の シ ビル ミニ マ ム(都 民 の快 適 な住 環 境

を確 保 す る た めに)」 を 報告 して い る。 これ は,日 照権 を認 め た うえ で,「 大 寒 の 日,建 物 ま わ り1 .5

m高 で,8時 ～16時 まで の 間 に3時 間 か ら6時 間 」 とい う シ ビル ミニ マ ムを 設 定 し,建 築 時 に 日影 の制

限 を 行 う等 の 日照保 護 対 策 を 提 言 した もの だ が,こ の方 式 は,先 の全 国市 街 地 再 開 発 協 会 の 報 告 の ①～

④ の 方 式 流 に言 うと,1種 類 の 濃 度 の 日影 を規 制 す る基 準 だ と言 え る 。更 に,こ れ らの提 案 を め ぐ り,

あ るい は 日照 に 関す る判 決 に 関連 して,多 くの 団体 が 意 見 や 見 解 を 発 表 し,日 照 が建 築 界 の 内外 で大 い

に 議 論 され た 。

日本 建 築 学 会 に お い て も,建 築 計 画 委 員 会 の メ ンバ ー を 中 心 と して 「日照 問 題 研 究 会 」 が つ く られ,

研 究 を行 っ た結 果,48年9月 に は東 京 都 に 対 して 「『日あ た り等 快 適 な住 環 境 に 関 す る条 例(案)』 な

らび に 『太 陽 の シ ビル ミニ マ ム 』に 関 す る意見 書 」 を 提 出 し,両 方 式 の問 題 点 を指 摘 して い る。 更 に,

昭 和49年5肛 は 「都 献 捌 る 日照 問題 」36)を 撒 し旧 照 紛 争 と その 轍 策1こ関 して広 く論 じて 、、

る。 建 築審 議会 の提 案 した 日影 規制(先 述 の④ の 方 式)に 対 して も検 討 を 行 った結 果,複 合 日影 の発 生
,

土 地細 分化 の促 進,日 照 以外 の環 境 保 護 が で き ない,地 域 指 定 に 問 題 が あ る,等 の 難 点 が あ るの で ,法

規 制を 急 が ず,市 民 の コ ンセ ンサ スが 得 られ る まで待 つ こ とを す す め て い る。

この よ う な状 況 の な か で,建 築 審 議 会 の 答 申 に 沿 った 日影 規 制 が 昭 和49年3月 に 第72国 会 に 提 案 され
,

昭 和51年11月 に第78国 会 で よ うや く成立 し,日 照 基 準 を あ ぐる 論議 に一 応 の 終 止 符 が 打 た れ る こ ととな

っ た。

その 後 は,研 究 の 重 点 は,日 影 規 制 に適 合 した建 築 物 の 計 画 方 法 や ,規 制 の効 果 。限界 を 明 らか にす

る こ とへ と移 って い った 。 大阪 府 の 設 置 した 日照 調 査 委 員 会 の 「日影 に関 す る調 査 研 究
,第3巻 」37)

は規 制 の影 響 を広 く検 討 して お り溶 積 率 との 関 係 も調 べ て い る。 その 結 果 ,日 影 規 制1麟 地 保 護 的 な

性 質 が あ るた あ,自 己建 築 物 の 居 住 環境 を低 下 させ る恐 れ が あ り,規 制 対 象 か ら省 か れ て い る建 築物 で

日照 が悪 化 す る可 能 性 が あ る,等 の 問題 点 が あ り,都 市 住 宅 の将 来 像 を 明確 に して い く必 要 が あ ると述

べ て い る・ ま た・ 沖 塩 荘一 郎 も・ 「日影 規 制 は実 施 され るが 」38)で,規 制 に1ままだ 多 くの 問題 点繊 さ

れ て お り,日 照紛 争 解 決上 も,よ り良 い 都 市 環 境 創 造 上 も,プ ラス に な る面 は少 な い と述 べ て い る。

40年 代 後 半 に大 き な高 ま りを 見 せ た 日照 紛 争 も,2度 に わ た る石 油 シ ョ ッ クに伴 う経 済 成 長 の鈍 化 と

日影 規 制 の実 施 に よ り,沈 静 化 へ と向 か った 。 そ して,近 年 は,建 築 物 が 日影 規 制 に適 合 して い るか ど

うか を 電 子 計 算 機 で チ 山 ッ クす る手 法 や,規 制 適 合 建 築 物 か ら容 積 率 が 最 大 の もの を 求 め る プ ロ グ ラム

の 開 発等 が設 計事 務 所 や建 設 会 社 に よ っ て行 われ て い るが
,日 影 規制 の 効果 や 問 題 点 に 関 して は ほ とん

ど研 究 が進 め られ て い な い のが 実 情 で あ る 。

2-4 まとめ

日本 にお い て は,そ の 気 候,風 土 を 生 か し,日 照 を 直 接 に 享受 す る こ とで 冬 の 寒 さに 対 抗 す る こ とが

広 く行 わ れ て お り・ 冬 季 に 日照 が よ く,夏 季 に は ほ と ん ど 日射 が 入 らな い 「南 む き 」 が 重視 され て い た
。

従 って・ 冬 季 に 多 くの 日射 量 を 得 る こ とが 望 まれ,そ の た め に正 午 を 中心 と した 日照 を確 保 す るた め の
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「隣 棟係 数 」 が既 に戦 前 に お い て考 え られ,こ れ を と り入 れ た住 宅 基 準 も作 成 され て お り,日 照 を 満

足す れ ば採 光,防 火 等 の 条件 も満 た され る と考 え られ て い た 。 しか し,戦 火 の拡 大 に よ り,こ の考 え

が普 及 す るに は 至 らな か った 。

戦 後 は 公 的住 宅 に お い て冬 至 に正 午 を 中心 と した 「4時 間 日照 」 の原 則 が採 用 され,東 西軸 平 行 配

置 に よ る 日照 条件 に 恵 まれ た住 宅 団地 が 各地 に建 設 され て い き,隙 間 が少 な く熱 容 量 の 大 き いRCア

パ ー トで は昼 間 の 日照 の恩 恵 は夜 間 に まで 及 ん だ。 しか し,こ う して 定着,普 及 した4時 間 日照 に対

し,団 地 景 観 の 面 や 土 地 の高 度 利 用 の観 点 か ら転 機 が 訪 ず れ,南 面 しな い住 棟 も出 現 す るに至 った 。

設 備 さえ 充 実 す れ ば 良 い よ うに も思 え る が,従 来 の4時 間 日照 が す ぐれ て い た こ とは 明 らか で あ り,

問題 が認 め られ る。

他 方,都 市 の 高 層,高 密 化 に 伴 い,個 別 住 宅 や高 層 建 築 に よ る 日照 妨害 が問 題 とな り,そ の対 策 が

社会 問 題 化 す る に至 った 。 最 終 的 に は,建 物 が周 辺 に及 ぼす 日影 時 間 を制 限 す る 「日影 規制 」 が採 用

され た が,こ の方 式 に つい て は い くつ か の 疑 問 も 出 され て お り,こ れ で 日照 問題 が 解 決 で き た と考 え

るこ とは で き な い 。 日照 問 題,な か で も 日影規 制 に 関 して は,明 らか に す る必 要 の あ る こ とが ま だ多

く残 され て い る,と い え よ う。

注1)前 章 の 注32)と33)も 参 照 す る こ と。

2)ブ ル ー ノ ・タ ウ ト,「 日本 の家 屋 と生 活 」 〔篠 田英 雄 訳,P。81,1966年 〕`

3)戸 田正 三,「 本 邦気 候 に 対す る住 居 の衛 生 学 的 批 判 」,公 衆衛 生,第48巻(1930年)

4)藤 原 九 十 郎,「 暖房 の 話 」,公 衆 衛 生,第51巻U933年)

5)1926年(大 正15年)に は,虚 弱 児 童 の 体 力 向上 の た め,東 京 の上 六 小 学 校 に 日光 浴 室が 設 け られ

た(岡 田道 一,「 小学 校 に於 け る 日光 浴室 」,国 民 衛 生,第4巻,1926年),し か しガ ラス張 り

で あ った た め,紫 外 線 を 受 け るこ と は で き なか っ た と思 わ れ る。

6)中 島外 吉 の 講 演 内容 は,建 築 雑 誌第35巻,第421号q922年)に 収 録 され て い る.

7)高 等 建 築 学 の 第13巻,「 計 画 原 論」(1934年)の 脚 註 を 見 る と,こ の こ とが よ く理 解 で き る。 ア メ

リカで は注 目 され な か った ア トキ ン ソ ンの"TheOrientationofBuildings"も,日 本

で は文 献 と して 用 い られ て い る。

8)住 宅問 題 委 員 会,「 庶 民 住 宅 の 技術 的研 究 」,建 築 雑 誌,第55巻,第671号(1941年)

9)1階 の 軒 高 は3.3m,2階 は6.28mと 考 え て 計算 され て い る・

10)高 等 建 築 学 第14巻,「 建 築 計 画 」 の アパ ー トメ ン ト編 のP.50q933年)

11)「 庶 民 住 宅 の 技 術 的 研 究 」 で も,建 物 の東 西 間 隔 は主 と して防 火 条 件 に よ って10～2mの4段 階 が定

め られ て い る。

12)西 山 夘三,「 住 宅 計 画 」,α583,PP。599-603(1967年)

13)西 山 夘三,前 掲 轡PP.609-617

14)こ の論 文 は 西 山夘 三 の 前掲 書,PP469-565に 再 録 され て い る。 な お,日 照 に 関 して はPP。

492-493,P。500,P。527,PP。552-555等 が重 要 で あ る。

15)こ れ を設 計 した の は東 京 都 で はな く,建 設 院 〔現 在 の建 設 省)の 建 築 局 住 宅建 設 課 で あ り,高 輪 ア パ

ー トの 重 要 性 を 物 語 って い る。

16)「 公営 住 宅建 設 基準 」 昭和26年7月21日,建 設 省 令 第20号(1951年)
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23)広 原盛明,森 本信明,阿 部成治,岡 部明子 「市街地住宅にお ける日照条件の調査研究」 日本建築学会
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第3章 既存統計による日照条件の検討

日照を 考 え る際 に 忘 れ て は な らな い こ とは,住 宅 に お い て ど の程 度 の 日照 が 享受 され て お り,日 照

の な さを不 満 に思 って い る人 が どの程 度 い て,そ して 人 々 の 日照 へ の欲 求 は ど うで あ るの か,と い う

点で あ る。2-3で 触 れ た よ うに,日 照 問 題 に 関連 して い くつか の実 態 調 査 が 行 わ れ て い る が,い ず

れ も ご く一 部 の 状 況 を 抽 出 して 調 べ た に 止 ま り,全 体 的 な状 況 を把 握 す る こ と はで きな い 。

他 方,住 宅 に関 す る国 勢 調 査 とい わ れ る住 宅 統 計 調査 は,昭 和48年 以 降,調 査 日(10月1日)前 後

の 日照 時 間 と,日 照 時 間 が 短 い 場 合 の 理 由 とを 調 査 して い る。 また,住 宅 需 要 実 態 調査 の方 で も,昭

和44年 以 降 は住 宅 困 窮 理 由 の1項 目 と して 「日照 ・通風 な どの衛 生 条 件 」 が 置 か れ て お り,加 え て48

年 に は調査 日(12月1日)前 後 の 日照 時 間 が,53年 に は 住 宅 の 選 択 要 素 で,「日照 ・通 風 の良 い こ と」

が ど う考 え られ て い る か等 も調 べ られ て い る。

これ らの既 存 統 計 調 査 の 結 果 は,質 問 項 目が 少 な く,利 用 で きる集 計 表 が 限 られ て い る とい う欠 点

はあ るが,全 国 的 な状 況 と その 変 化 が わ か る貴 重 な資 料 で あ る。 そ こで,本 章 で は これ を用 い,3-

1で は 日照 時 間 に つ い て,3-2で は住 宅 困 窮 と住 宅 選 定 に お け る 日照 ・通 風 の 位 置 に つ い て検 討 を

行 い たい 。 また,筆 者 は,昭 和53年 に宮 崎 県 が 国 の 住 宅需 要 実態 調 査 と並 行 して実 施 した宮 崎 生 活 圏

にお け る拡 大 調査 の デ ー タを 得 る こ とが で きた 。 そ こで,3-3で は その 分 析 結果 に つ い て述 べ る。

3-1 日照時間 と日当た りのよ くない原因

昭 和48年 と53年 の住 宅 統 計 調 査 は,調 査 日の10月1日 前 後 の 晴天 の 日に居 住 室 に 日が 当 た って い る

時間 を世 帯 の 申告 に よ って4段 階 に 分 類 し,そ の 日照 時 間 が3時 間 に満 た ない 住 宅 に つ い て は,日 当

た りの良 くな い原 因 を質 問 して い る 。 そ こで,こ れ を も とに 日照 時間 と 日当 た りの よ くな い原 因 を 分

析 しよ う。

(1)全 国 の 状 況

表3-1日 照 時 間 の状 況

昭 和48年(%) 昭 和53年(%)

戸数 1時 間1～33～55時 間 戸数 1時 間1～33～55時 間

(千戸) 未満 時聞 時間 以上 (千戸) 未満 時間 時閻 以上

住 宅 全 体 2臼751 4.葛8.221開366曽2 ;2189 5.17,517,671.6

持 家 17⊂}97 二2.i5.817.274.9 」9428 1.55,213,579.7

公 的 借 家 1995 r}.8認.523.372.3 2442 0.7苫.420脚 苫76層7

民営 設備専用 6354 8,914,128,948.1 7157 6,51等,425.754撃4

借家 設備共用 王5=55 】7置(レ2ザ}。 三.55.828.9 1252 14,221,851,632.4

給 与 住 宅 i859 2胃35、52◎.2フ コ。2 18苫9 1¢74.816冒57ア 。(=〕

注)全 体 の 戸数 は 、 日照 時 閻 「不詳 」 を含 む
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表3-1は 昭和53年 と48年 の 日照状 況 だが,53年 は48年 に 比 較 して 日照 が 良 くな って い る の が わ か

る。 全体 に つ い てみ る と 日照1時 間未 満 がL2ポ イ ン ト減少 し,1～3時 間 も0。7ポ イ ン ト,3～5

時 間 もa7ポ イ ン ト低 くな って お り,そ の か わ り5時 間 以上 日照 の あ る もの が54ポ イ ン トも増 加 し

て い る。住 宅 戸 数 を み て も,1時 間未 満 の 日照 しか な い 住 宅 は25万 戸 以上 減 少 し,1～3時 間 は6万

戸 の微 増 に止 ま り,3～5時 間 も47万 戸 近 く減 少 した の に対 し,5時 間 以 上 は400万 戸 以 上 も増 加 し

て い る 。 この よ うに,昭 和48年 か ら53年 の5年 間 に,居 住 され て い る住 宅(空 家 や,建 築 中 の もの を

除 く)の 日照 状 況 は,相 対 的 に は も ち ろん,絶 対 的 に もか な り改善 され て きて い る 。

次 に,住 宅 の 所有 関係 別 に み る と,持 家,公 的借 家(公 営,公 団,公 社 の 借 家),給 与 住 宅 の3っ

は 日照 状 況 が よ く,3/4以 上 が5時 間 以上 の 日照 を得 て い る。 な か で も,公 的 借 家 は,日 照1時 間

未 満 と1～3時 間 が最 も少 な く,4時 間 日照 とい う設 計 基 準 の効 果 が 認 め られ る。 逆 に 日照 に恵 まれ

て い な いの が 民 営借 家 で,特 に設 備 共 用 の もの は,1/3以 上 が3時 間未 満 の 日照 しか 得 て い な い 。

所 有 関係 別 に48年 と53年 を 比 較 す る と,全 体 に つ い て 認 め られ た の と同 じよ うに,日 照1時 間 未満,

1～3時 間,3～5時 間 の ポ イ ン トが 減少 し,か わ って5時 間 以 上 の もの が増 加 して い るの が わ か る

(表3-1)。 た だ,設 備 共 用1)の 民営 借 家 で は 日照 が1～3時 間 の世 帯 が1.5ポ イ ン ト増 加 して

い る が,こ れ は1時 間未 満 の もの が2.8ポ イ ン トも減 少 した影 響 と思 われ る 。 な お,こ の 設 備共 用 の

民 営借 家 と公 的 借 家 は5年 間 の 日照 状 況 の 改善 が少 し小 さ くな って お り,逆 に 大 き く状 況 が 改善 され

て い る のが 設 備専 用 の民 営 借 家 で,5時 間 以上 日照 の あ る世 帯 が6.3ポ イ ン トも増 加 して い た 。

と ころで,こ の よ うな 日照 条 件 の 改 善 は何 に よ って も た ら され た も の だ ろ うか 。原 因 と して考 え ら

れ る の は,新 た に建 築 され た住 宅 に 日照 の良 い ものが 多 いの で は な い か と い う点 と,日 照 に恵 まれ な

い 住宅 が 滅 失 また は空 家 化 に よ り減少 した とい うこ とで あ る 。図3-1は,昭 和53年 の 調査 を も とに

建 築 の 時間 別 に 日照 時 間 を示 した もの で あ る。一 見 して,終 戦 時 ～ 昭 和35年 に 建 て られ た住 宅 の 日照

が 最 も悪 く,最 近 建 て られ た もの ほ ど良 くな って い るの が わ か る。 そ して,戦 前 に建 て られ た もの は,

昭 和45年 頃 に建 築 され た もの と ほ ぼ同程 度 の 日照 状 況 で あ る 。 住 宅 の所 有 関 係 別 に み て 特 徴 の あ るの

は 公的 借 家 で,戦 前 の も のが 日照 状 況 が よ くな く,戦 後 の もの は建 設 時 期 に よ る差 が 少 ない 。た だ 昭

和46～50年 に 建 設 され た もの で は3～5時 間 の もの が 多 くな って い るが,こ れ は2-2(2)に 述 べ た 「

既 成 市 街 地 等 に お け る高 層 公 営 住 宅 に 対 す る日照 条 件 等 の 環 境 基 準 につ い て」 の通 達 が 出 され,南 北

軸 住棟 が公 認 され た 後 の時 期 に相 当 して い る。 また,民 営 借 家 は,設 備 専 用,設 備共 用 と もに 近 年 の

日照状 況の 改 善 が著 しい が,昭 和51年 以 降 に 建 て られ た 設 備 専 用 の もの で も,ま だ 終 戦 時 ～昭 和35年

に建 て られ た持 家 の レベ ル に さえ 達 して い な い 。

表3-2は,昭 和48年 か ら53年 ま での 住 宅 戸 数 の 増 減 を 日照 時 間 別 に 示 した もの だ が,い ず れ も 日

照 に恵 まれ た 住 宅 が 大 き く伸 び,恵 まれ な い もの が 減 少 して お り,日 照 状 況 の最 も悪 い 設 備 共 用 の民

営 借 家 で は総 戸 数 も 減少 して い る 。表 の 右 側 は,住 宅 の滅 失 ・空 家 化 を み るた め に,昭 和45年 まで に

建 て られ た住 宅 に 関す る戸 数 の 変 化 を み た もの で あ る 。確 か に 日照 が5時 間 以上 の 住 宅 も減 少 して い

るが,全 体 の4割 にす ぎず,逆 に昭 和48年 の ス トッ クが4%強 で あ った1時 間 未 満 の 住 宅 が 減 少 戸 数

の1割 近 くを 占 め て い る 。所 有 関 係 別 に み る と,日 照 に恵 ま れ て い な か った民 営 借 家 で は,日 照 の悪

い住 宅の 滅 失 ・空 家 化 の ス ピー ドの 速 さが 更 に明 瞭 で,45年 ま で に建 設 さ れ た住 宅 の 減少 戸 数 の 約

1/4が 日照1時 間 未 満 で あ る 。

以 上 の よ う に,日 照 に恵 まれ ない 住 宅 が 減 少 し,新 た に供 給 され る住 宅 で は 日照 の 良 い もの が 多 い
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図3-1建 築 時 期 と 日照 時 間(53年)

表3-2 日照時間別の住宅戸数変化

と い うプ ロ セ スを 通 じ,全 体 の 日
ヱ00%

照 条 件 が 次 第 に 改 善 され て きて い

る 。

次 に,日 当 た りの 良 くな い原 因

を 検 討 しよ う。 表3-3に,日 照

時 間 が3時 間 に 満 た な い住 宅 に 関

して,日 当 た りの良 くな い原 因 を

示 した 。 全 体 的 に み て最 も多 い の

が 「周 囲 の建 築 物 が接 近 して い る

か ら(以 下 「接 近 」 と略 す)」 で,

ほ ぼ6割 に達 す る 。次 に 多 い の が

「北 向 きの居 住 室 だ けだ か ら(以

下 「北 向 き 」 と略 す)」 の2割 弱

で,「 近 くに高 層 建 造 物 が あ る か

ら(以 下 「高 層 」 と略 す)jと 「

そ の他 」 は 各1割 で あ った 。

住 宅 の所 有 関係 別 に み て 特徴 的

な の は公 的 借 家 で,「 接近 」 は3

割 弱 と少 な く,他 の3つ の理 由が

多 くな って お り,特 に 「そ の他 」

が1/3を 占 め て い る。 な か で も

昭和46～50年 に 建 設 され た住 宅 で

は4割 の もの が 「その他 」 の理 由

を あ げ て お り,南 北 軸住 棟 の 増 加

に よ る も の と思 わ れ る。 ま た,「

北 向 き」 は持 家 で は 少 な く,借 家,

な か で も設 備 共 用 の民 営 借 家 に多

い 。

日当 た りの 良 くな い原 因 の年 次

変 化 を2つ の面 か ら検 討 しよ う。

昭和48年 か ら53年 まで の増加 戸 数(千 戸) うち昭 和45年 まで に 建設 され た もの(千 戸)

全体
1時 間1～33～55時 間

未満 時間 時 間 以 上

1
全体

1時 間1～33～55時 間

未 満 時間 時 間 以上

住 宅 全 体 345∈3 一2546鴛4674(=}46 一き8∈35 一コ51-325-1545-15フ2

持 家 2422
一6覧)'翌 一菊32ア 駆 一2298 尋4-445-8綿 一t221

公 的 借 家 447 1:)1尊1こ94(}5
一99 一=1-7-8:L-9

民営 設備専用 {∋く,2 一一99品 一18響8 一フ∠鳳 一148-9苫 一苫5`)-149

借家 設備共用 一283 一構 …写9-・124弓7 一箒91 一91-E〒6-:L58-86

給 与 住 宅 し=, 一1:1…9-6988 一:∫54 一1合 一24-117-197

注)全 体の 戸 数 は 、 日照時 間r不 詳 」を 含 む
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表3-3日 当 りの 良 くな い原 因

昭 和53年(%) 昭和48年 から53年の増加戸数(千戸)

戸数
(千戸)

北向き 高層 接近 その他 全体 北向き 高層 接近 その他

住 宅 全 体 き4c,5 17.ア11膚9598111営4
一192 一1197-189-89

持 家 1312 まさ脚01さ93《i}き.010」7
一28 237-26-41

公 的 借 家 99 2`=}.716.927.4き5.⊂} 13 45(,4

民営 設備専用 1425 18.51⊂1.56(}.([11.(,
一55 745-57-29

借家 設備共用 451 26.71◎ 冨1)56.17胃3
一i22 一259-go-18

給 与 住 宅 119 22.414、343貫519層8
一2⊂} 一21一 工5-4

1つ は,昭 和48年 か ら53年 ま

で の戸 数 の変 化 で,表3-3

の 右 に 示 した 。4つ の 理 由 の

なか で 「高 層 」 のみ が 増 加 し,

他 は減 少 して い る のが わ か る。

な お,持 家,公 的 借 家,設 備

専 用 の 民 営 借 家 で は 「北 向 き」

も増 加 して い る。逆 に近 年 の

減少 戸 数 の 大 きい のが 「接 近 」

で,日 照 に恵 まれ な い理 由が

次第 に 「高 層 建築 型 」へ と変

化 しつ つあ るの が わ か る。

年 次 変 化 の 第2の 検 討 方 法

は,住 宅 の 建 築 時 期別 にみ る

こ とで あ る。図3-2が それ だ

が,近 年 に 建 築 され た もの で

は 「接 近 」 が 微 減 し,「 北 向

き」 「その 他 」 が 増 え て い く

傾 向が 認 め られ る。 「高層 」

は持 家 と給 与 住 宅 で は最 近 建

て られ た もの ほ ど少 な い傾 向

が 見 られ るが,公 的借 家 で は

逆 に多 くな って い る。

この よ うに,日 当 た りの 良

くない 原 因 と して 最 も多 い の

は 低 層 住 宅 が 接近 して 建 って

い る こ とで あ る が,近 年 は 古

くか らあ る住 宅 が 高層 建築 物

…榛1

持羅

一羅

暴酬雛1
借

騰灘
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図3-2建 築 時 期 と 日当 た り の良 くな い 原 因(53年)
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の影 とな った り,当 初 か ら北 な どの 日照 の少 な い 方位 に しか 窓 が な い,と い う理 由が 増 加 しつ つ あ る。

全体 と して 日照 状 況 が 改 善 さ れ る な か で 生 じて い る この 現 象 に は,注 意 を払 う必 要 が あ ろ う。

と ころ で,以 上 の 検 討 は,す べ て 住 宅統 計調 査 の行 わ れ た10月1日 前 後 に 関す る状 況 で あ る 。 しか

し,日 照 の状 況 は季 節 に よ って 変 化 し,冬 至 に 近 け れ ば 近 い ほ ど悪 くな る の が一 般 で あ る。 昭 和48年

の住 宅 需 要実 態 調 査 で は,調 査 日の12月1日 前 後 に つ い て,1日 の 日照 時 間 が調 べ られ て い る 。 そ こ

で,こ れ を 同 年 の住 宅 統 計 調 査 と比 較 す れ ば,時 期 に よ る 日照 時 間 変化 の一 端 を 知 る こ とが で き る。

これ を 示 した の が 図3-3で あ る 。住 宅 統 計 調 査 は 日照 時 間 を4段 階 に 区分 してい るの に対 し,需

1時 間未朔 「1～3時 間

住宅統調 査 円q3-・ 時間1 5時 間」以上
1(・・月 ・日)

住宅需要実態調査 2～44～6時 間 6時 間以上 (12月1日)

全 くな し1時 間未満1～2時 間

図3-3時 期 によ る 日照 時 間 の変 化(48年)

要実 態 調査 の方 は6段 階 で,し か も区分 の方 法 が異 な る た め細 か い 比 較 は で きな い。 しか し,図 か ら,

統 計 調 査 の 「1時 間 末 満 」 が需 要実 態 調 査 の 「全 くな し」 に ほ ぽ対 応 し,同 じ く 「1～3時 間」 が ほ

ぼ 「1時 間 未満 」 と 「1～2時 間 」 の合 計 に 対応 して い る こ とが わ か る。 また,需 要 実 態調 査 の 「4

～6時 間 」 と 「6時 間 以 上 」 の 合 計 は ,統 計 調 査 の 「5時 間 以 上 」 よ り も 多 く な っ て い る 。

以 上 の 点 か ら考 え,10月1日 と12月1日 の 日 照 時 間 の 差 は,平 均 す る と1時 間 弱 で あ る,

とい う ことが い え る。

な お,冬 至 に は更 に 日照 が 悪 くな る もの と思 わ れ るが,上 記 の2ケ 月 の 差 か ら考 え,そ れ ほ ど極 端

な 悪化 はな い もの と考 え て よ いだ ろ う。

(2)大 都 市圏 の状 況

日照 の 状 況は 地 域 で 異 な り,一 般 に 大 都 市 ほ ど 日照 に恵 まれ て い ない 。昭 和53年 の住 宅 統 計調 査 で

は,日 照 が3時 間 に満 た な い住 宅 は 全 国 平 均 で10.6%で あ るが,都 道 府 県 別 に み る と,全 国 平均 を

上 まわ って い る の は東 京 都20.1%,大 阪 府19.3%,兵 庫 県13.8%,神 奈 川県12.0%,京 都 府

11.4%,愛 知県11.1%と,3大 都 市 圏 の あ る6都 府 県 に 限 られ て い る 。 そ して,全 国 の 日照3時

間 未満 の 住 宅340万 戸 の6割 が,京 浜 大 都 市 圏(122万 戸)と 京阪 神大 都 市 圏(79万 戸)に 集 中 し

て い る 。そ こで,京 浜,京 阪 神 の2大 都 市 圏 に つ い て 検 討 しよ う・

図3-4の 左 半 分 に 日照 時 間 の 分 布 を 示 した 。一 見 して わ か るよ うに,京 浜 一京 阪 神 と もに 日照 に

は恵 まれ て お らず,大 都 市 圏 全 体 に つ い て5時 間 以 上 の 日照 の あ る住 宅 のパ ー セ ン トを全 国平 均 と比

べ ると,10ポ イ ン ト近 い格 差 が あ る 。 中心 市(京 浜 は東 京 都 特 別 区 部 ・横浜 市 ・川 崎 市,京 阪神 は京

都 市 ・大 阪 市 ・神戸 市)の 状 況 は更 に悪 く,日 照5時 間 以 上 は全 国 に 比 べ て ほ ぼ20ポ イ ン トも少 な い 。

次 に距 離帯 別 に み る と,京 浜 で は 中心 か ら離 れ る に従 って 日照 が 改 善 され て い く状 況 が 明 瞭 に み られ

る。 そ して,全 国平 均 よ り も 日照 が悪 い の は20㎞ の 範 囲 内だ けで あ り,20～30㎞ で は 日照3～5時 間

が3ポ イ ン トほ ど多 い 点 を 除 け ば ほ ぼ全 国並 み で あ り,30伽 を 超 え る と全 国 平均 よ りも 日照 が 良 くな
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図3-4大 都 市 圏 の 日照状 況(53年)

って い た 。京 阪 神 で も 日照 が 少 な いの は20伽 の範 囲 に限 られ るが,京 浜 と違 って 京 都,大 阪,神 戸 と

3つ の核 が あ る ため,20～30,30～40,40～50纐 帯 の 日照 状 況 は ほ ぼ同 じで あ った 。

この よ うに,大 都 市圏,特 に その 中心 部 の 日照状 況 は悪 い 。 表3-4は,中 心 市 に つ い て,住 宅 の

表3-4大 都 市 の 日照 状 況

昭 和53年 の 日 照 状 況(%) 全 国 と の ポ イ ン ト 差

構成比 1時 間1～33～55時 間 構成比 1時 間1～33～55時 間

% 未満 時間 時問 以上 % 未満 時間 時間 以上

住 宅 全 体 11=,〔).`:) 6.514層626.751膚2 ([.⊂, き.∠卜7.19.1-20騨4
一
尽
浜

持 家 41,〔=} 4.412.725806().() 一19 .4 2.97.59.5-19.7

齢 公 的 借 家 7.9 1.⊂)6.551.86Q.6 Q.苫 {)蒜3.111.5-15.1

中
心 民営

'

設備 専用 3L9 8,呂17,429,744.6 9.7 1賃84胃04.O-9幽8

市 借家 .設備 共 用 11.5 15.124.6ヨ3.326。9 7.6 `⊃.92.81.7-5.5

給 与 住 宅 6.8 3.27.621脚867.4 1.1 1.52.85.3-9.6

一 住 宅 全 体 1(=}◎.`=) 8.◎13.725.155.() ().o 4.96齢27.5-1日.白
景
阪 持 家 43.く=, 4。11().721犀96=～.3 一17 .4 2.65胃58.4-16.4

神
・ 公 的 借 家 11).6 {L94.528.965.6 5.〔=[ `).21.18.6-1く 》.1

中 民営 設備 専用 コ3.:3 12.218.528.(⊃41.3 U.1 5.75.12.こ;-13.1

心
市

借家 設備共用 8.8 22∴ 玉24.127鷹725.9 4.9 8.12.3一 き.9-6.5

給 与 住 宅 4.1 3.8構.121.26フ.1=1 一1 .6 2.1三.響4.7-10.1)
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所有 関 係 別 に 日照 時 間 を 示 し,更 に 全 国 との差 を 計 算 した もの で あ る 。 まず 構 成 比 の差 をみ る と,両

中心 市 と も,全 国 に比 べ て持 家 が 少 な く,民 営 借 家 が 多 い こ とが わか る。 民 営 借 家 は 日照 に は恵 まれ

てい ない の で,こ れ は大 都 市 の 日照 の 少 な さの原 因 とな って い る 。次 に,住 宅 の所 有 関係 別 にみ る と,

どの タ イプに お い て も全 国平 均 に比 べ て 日照 が 少 な く.特 に持 家 で は5時 間 以 上 日照 の あ る住 宅 が か

な り少 ない 。 また,京 阪 神 で は,民 営 借 家 に 日照 時 間 が1時 間未 満 の もの が 多 くみ られ る。 以 上 の よ

うに,大 都 市 の 日照 状況 が 悪 い原 因 は,持 家 の 比 率 が 少 な い こと と,そ の 持 家 を は じめ,各 種 借家 の

日照 条件 が 全 国 平均 に比 べ て劣 っ てい る こ とに あ る。

図3-4の 右 側 は,日 照 時 間 が3時 間 未 満 の 住 宅 に つ い て,原 因を 示 した もの で あ る。 「高層 」 が

多 く,東 京10キ ロ圏 で は17.9%が これ に よ る もの で あ る。 しか し,そ の 東 京10キ ロ圏 は も ちろん,

どこで も6割 前 後 を 「接 近 」 が 占 め て お り,こ の 点 で は 全 国平 均 との 差 は あ ま り大 き くない 。大 都 市

に おい て も,日 照 の 悪 い 第1の 原 因 は低 層 住 宅 の 建 て づ ま りな の で あ る。

以 上 の よ うに,大 都 市 圏 の住 宅 は 日照 に恵 まれ てい な い が,そ の 日照 状 況 は 改善 され て い るので あ

ろ うか,そ れ と も悪 化 の 方 向 に あ る の だ ろ うか 。残 念 な こ とに,大 都 市圏 とそ の 中心 市 の と り方 は,

京浜 大 都 市圏 の 中心 市 を 除 い て 昭 和48年 と53年 とで は異 な って お り,比 較 が で きな い。 そ こで,比 較

可能 な京 浜 の 中心 市 と,東 京 ・大 阪 の50キ ロ圏 につ い て検討 しよ う。

表3-5は5年 間 の 日照 状 況 の 変 化 を示 した ものである。京浜 中心 市 では全体 として 日照が1時 間未 満の

住 宅 は相 対 的 に も絶 対 的 に も減 少 し,5時 間 以 上 の もの が増 加 してい る。 近年 の都 市 の 高 層 ・高 密

表3-5大 都 市 の 日照 状 況 の 変 化

昭和48年 か ら53年 まで の増 加 戸数(百 戸) 同期間のポイン ト変化

全 体
1時 間 1～33～5 5時 間 1時 間1～3 3～5 5時 間

未満 時間 時間 以上 未満 時間 時間 以上

住 宅 全 体 苫':}25 一45:三 421-6 2694 一1 .8 ◎ ロ〔=} 一2 .2 三.1

{

尽 持 家 1614 …96 19ユ!44 1475 一1 .2 (:〕.◎ 一2 .2 苫.5

浜
9 公 的 借 家 417 一3 6i82 2;2

一`=レ
.3

一{:, .8 1.8 一(, .8

中
心
市 鴇〔嚢鶴

16∠ ト:二};

-112:3

一95

-24`)

等69:312

-145-471

1(156

-268

一2 .1

-1 .等

0.8

2.苫

一1 .6

-1 .フ

苫.0

`).6

給 与 住 宅 1(,巳 …19 一1-74 198 一1=,
.8

一(} .4 一5 .7 4.9

0 ～ 10 ㎞ 56」 一2(,3 14◎-15; 61〔) 一2.〔) {=レ回2
一2 .5 2.9

東
京 10 ～ 20 ㎞ 26`)2 一218 苫5421ヨ 2`=叫2 一1 .6 0.{=) 一2.(, 2.7

50 20 ～ 30 km 22s=二 一61 212186 1(ヲ`=)6 一`⊃.9 `)。2 一2 .4 2.8

キ
口 30 ～ 40 ㎞ 等〔:)'ヲ∠卜 一11 224:;6〔, 2475 一〔)隠5 (1.1 一2 .1 2.2

圏 40 ～ 50 ㎞ 17∈1ア 一18 731コ3 1576 一 〔=,.6 一`=,.4 一2 .; 等.1

0 ～ 10 ㎞ 4=粥 一422 19-5苫=; 1359 一5 .4 一〔).3 一4.7 8.4

大
阪 10 ～ 20 ㎞ 1:こ白1 一159 苫紹 一158 1495 一2 .4 一1 .(, 一4 .7 7.7

50

キ
20 ～ 30 k皿 1`=)55 一7尊 24-53 1137

一2 .2 一1 .2 一4 .6 7.6

口 30 ～ 40 ㎞ 9?丁
一125 一4芯 一145 1二217 一2 .6 一2 ,0

一5 .2 9.4

圏
40 ～ 50 ㎞ 98二 一26 34-65 1◎ 禦;◎

一1 .1 一〇 .9 一4 .9 6.9
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化 の 状 況 か ら考 え,日 照状 況 は悪 化 して い るよ うに も思 われ る が,実 際 は そ の逆 で あ る・ 住 宅 の所 有

関 係 別 に み る と,構 成 比(表3-4参 照)の 大 き い持 家 と設 備 専 用 の民 営 借 家 の 日照 が か な り改善 さ

れ て い るのが わか る。 公的 借 家 の 日照状 況 は ほ とん ど変 化 して いな い・ ま た,設 備 共 用 の民 営 借 家 も

あ ま り 日照 が 改 善 され て い ない が,戸 数 が 減 少 す る こ とを 通 じて,全 体 と しての 日照 の改 善 に貢 献 し

て い る 。

距 離 帯 別 に み る と,日 照 に最 も恵 まれ てい ない 都 心 か ら10加 未 満 の 区 域 で も 日照 が 改 善 され て きて

お り,日 照i時 間 未 満 の 住 宅 の ポ イ ン ト減 少 は 最 も大 き い 。 こ の原 因 を探 る た め,住 宅 の所 有 関 係別

に戸 数 の 変 化 を調 べ た と ころ,日 照 時 間 の 少 な い設 備 共 用 の民 営 借 家 が 都 心 部 で大 き く減少 し,空 家

が 増 加 して い る こ とが わか った。 表3-6に 見 る よ う に,空 家 率 は48年 の 時 点 で全 国平 均 を少 し上 ま

表3-650キ ロ圏で の5年 間 の 変化

昭和48年 昭和53年 5年 間 の変化

住宅戸数(百戸) 住宅戸数(百戸) 任宅戸数(百 戸)

空家率 空家率 空家率
総住 民営借

宅数 設 ・共
(%)

総住 民営借

宅数 設 ・共
(%)

総住 民営借

宅数 設 ・共
(%)

0～10k皿 159452692 5.6 150322`=旧4 8.6 1〔)89-6⑪8 苫.(1

璽 10～20k皿 24449苫03(, 6.苫 278652556 8.苫 5416-474 2.⑪
駅
50 20～30㎞ 139767◎6 5.9 16692595 7.5 271{5-111 1.占

キ
口 30～40k皿 1苫 ∠}95390 6.4 16975352 7.占 348(,-58 1.2

圏 40～50km 7924iき(二} 占 。2 9960112 7.き 2()56-18 1.1

0～10km 151221727 6.8 161581414 10.3 1036一 き13 苫.5
大
阪 10～20k皿 10040412 6.6 11624408 9.2 1584-4 2.6

50

キ
20～30km 59フ0258 6.7 725◎205 8.6 128Q-53 L9

口 30～40㎞ 69123344 5.9 816`)256 8.9 1237-88 3.⑪

圏
40～50㎞ 590727〔) 5.5 717苫 苫苫◎ a5 126660 3.⊂,

わ って いた が,53年 には 東 京 の20㎞ 以 遠 の 区 域 を 除 き,全 国 との差 は 拡 大 す る傾 向 にあ る。 そ して,

空 家 率 の 増 加 の大 きい と ころ で は,日 照1時 間 未 満 の住 宅 の 減 少度 合 も大 きい 。 この よ うな 空 家 の増

大 を もた ら した最 大 の原 因 は設 備 共 用 の 民 営 借 家 の空 家化 に あ る もの と思 わ れ る。 な お,東 京50キ ロ

圏 よ り も大 阪50キ ロ圏 の方 が 日照 の 改 善 が 大 きい原 因 の1つ も,空 家増 加 の 多 か った 点 に あ る と思 わ

れ る。(全 国 の 空家 率 は48年 に5.5%,53年 に7 .6%)

この よ うに,確 か に大 都 市 圏 の 日照 は全 国平 均 に比 べ て悪 いが
,そ の大 都 市 の都 心 部 で さえ,全 体

と してみ る と 日照 状 況 は 改 善 され て き て い る 。 こ の改 善 を も た ら した も のが 主 に 日照 に恵 まれ な い住

宅 の空 家 化,更 に はそ の 滅 失 と,新 築 住 宅 の 日照 の 良 さに あ る点 は全 国 の 状 況 と同 じで あ るが
,な か

で も都 心 部 での 空 家 の 増 加 は重 要 で あ る。

3-2住 宅 需 要 実態 調 査 にみ る 日照 ・通 風

住宅統計調査が住宅の現状を把握 しようとしているのに対 し,住 宅需要実態調査の方は,む しろ住

宅に対する国民の意識と行動を把み・今後の住宅政策に生かす ことを目的としている。主な調査項 目
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は・現 住 宅 に 対 す る感 じ方 ・ 近 年 の住 宅 改善 行 動 誇 後 の 改善 計 画,の3つ で あ る.・ の 調 査 は 昭和

35年 に第1回 が行 わ れ て い るが ・ 全 国 的}・行 わ れ るよ う に な ・た の は 昭 和艇 年 の 第3回 か らで あ り
,

住 宅 に困 って い る理 由 の選 択 肢 の 中 に・ 「日照 ・通 風 な どの衛 生 条 件 が 悪 い」 とい う項 目 も置か れ る

こ ととな ・た ・ 日照 と通 風 が 同 時 に 扱 わ れ て い る と・・う点 は あ るが
,人 ・の 日照 へ の意 識 を知 る貴 重

な酬 で あ る ・ ま た・ 昭 和53年 の融 で は・ 住 宅 改善 理 由 の なか で も 「日照 樋 馳 どの 離 条 件 が

悪か った 」 こ とが 独 立 し傾 目 と して扱 わ れ・ 更 に今 後 の住 宅 改 善 の 際 の選 択 要 素 の なか で 「日照 .

通 風 の 良 い こ と」 の 比 重 も調 べ られ て い る 。

以 下 で は,住 宅需 要 実 態 調 査 の資 料 を も と に,日 照 ・通 風 が 人 々に ど う受 け取 られ て い る のか を 検

討 して い こ う。

(1)住 宅困 窮 と その 理 由

図3-5は,現 在 の 住 まい に 満足 して い る か,困 っ て い るか の 比率 を 示 した もの で あ る
。3回 の調

図3-5住 宅 に 困 って い る程 度

査 デ ー タの 変 遷 か ら,「 何 とか しな けれ ば な らな い程 困 っ てい る」 世帯 が 減少 してい るの が わ か る
。

しか し・ 同 時 に 「満 足 して い る 」世 帯 も減少 して お り,「 困 って い る点 が あ る」 と 「何 とか しな けれ

ば な らな い程 困 って い る」 世 帯 の合 計(以 下,「 住 宅 困 窮 世帯 」 と呼 ぶ)の 比 率 は 減少 す る ど こ ろか
,

昭 和53年 に は逆 に増 加 に転 じて い る 。

住 宅 の所 有 関 係 別 に見 る と.満 足 して い る世帯 が 減少 傾 向 に あ る こ と は,す べ て に共 通 して い る。
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そ して。 住 宅 困窮 世 帯 は,持 家 と民 営 借 家 で は48年 に は減 少 した も の の53年 に は 増 加 に 転 じて お り・

公 的借 家 と給与 住 宅 で は 漸 増 す る傾 向が み られ る。

と ころで,住 宅 の規 模 を は じめ とす る物 的 状 況 は・ 持 家 を 中心 と して 近年 か な り改 善 され て きて い

る。 そ の よ うな な か で住 宅 に 対 す る困 窮 感 が 漸 増 して い る わ け だ が,そ の原 因 を 困 窮 理 由の 面 か ら検

討 しよ う。

昭 和53年 の調 査 で 困窮 理 由 と して第1位 にあ げ られ て い る もの を み る と,最 も多 い の が 「住 宅 が狭

い 」で353%,2番 目が 「建物 が い たん で い る(以 下 「老 朽 」 と略 す)」 の12・0%で ・ 以 下 「便

所,風 呂,台 所 な どの設 備 が 不十 分(設 備 不 良)」,「 庭 が な い,又 は狭 い(庭)」,「 日風 通風

な どの 衛生 条 件 が 恵 い(日 照 。通 風)j,「 騒 音,振 動,悪 臭 な ど の公 害 が あ る(公 害)」,と 続 い

てい る。以 上 の 理 由 の うち,「 庭 」を 除 い た5つ は44・48年 と も選 択 肢 と して あ げ られ て い るの で・

この 間 の変 化 を み て み よ う。

昭和44年

昭和48年

昭和53年

0 500 ヱ000(万 世 帯)

口 住宅が狭い 睡 老朽 團 設備破 囲 日照・通風 盟 公害

図3-6第1位 の 困 窮 理 由の 変 化

図3-6は,5つ の理 由を 第1に あ げ た世 帯 数 の 変 化 を 示 した もの で あ る。 「住 宅 が 狭 い 」は48

年 には 増 加 した もの の,53年 に は 減少 に転 じてお り,「 老 朽 」 「設 備 不 良 」 「公 害 」 は48年 に 減

少 した 後,53年 に は増 加 して い るが,「 老 朽 」 の53年 の 戸 数 は44年 よ り少 な くな っ て い る。 そ

して,「 日照 。通 風 」 の みが,3回 の調 査 を通 じて 増 加 し続 けて い るの で あ る 。 な お,53年 に は こ

の5つ 以外 の理 由が 大 き く伸 びて い るが,そ の1つ の 原 因 は,44・48の 両 年 は 困窮 理 由 の選 択 肢

が12だ ったの が,53年 に は20に 増 加 され た点 に も あ る と思 わ れ る 。

表3-7困 窮度 と困 窮 理 由
(%)

何とかしなけれはならない程 困 ってい る 困ってい る点があ る

住宅が

狭 い

設備 日照老朽

不良 通風 公害
住宅が

狭 い

設備 日照
老朽 不良 通風 公害

第1位
の理由

昭和44年

昭和48年

47.5

54.9

26.16.62.7

19.C,5.43.9

2.2

2暉`)

39.1

48.2

16,61冨.85.3

11,910.36.9

5.苫

4.1

全理由
昭和44年

昭和48年

65.7

7(,.1

41,フ52,715.5

32,12苫,914.8

8.1

6.8

49.9

58.5

24,728,91写.7

19,122,114.1

9.5

8.0

昭 和44・48の 両 年 は,「 困 って い る点 が あ る 」世 帯 と,「 何 とか しな け れ ば な らない ほ ど困 っ

て い る」世 帯 別 に も困 窮 理 由 が示 され て い る。 表3-7に これ を 示 した が,第1位 の 理 由を み る と,

「何 とか しな けれ ばな ら ない ほ ど困 って い る」 世帯 で は,狭 さ と老朽 を あ げ る率 が 高 くな っ てい るの
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がわ か る 。 と ころ で,先 に み た よ うに,こ の2つ の理 由 を あ げ る世 帯 は停 滞 な い し減少 傾 向 に あ る。

「何 とか しな けれ ば な らな い ほ ど困 って い る」世 帯 は 減少 して い る点(図3-5)と 考 え あ わせ る と,

近年 の居 住 水 準 の 向 上 に伴 い,狭 さ ・老 朽 とい った さ し迫 った問 題 は次 第 に 減 少 して い き,従 来 は そ

れ ほ ど切 実 で は なか っ た 日照 ・通 風 や 公 害 とい った住 環 境 に 関 す る ことが 次 第 に 重 要 に な っ て きつ っ

あ るの だ,と 理 解 す る のが 妥 当 で あ ろ う。

この 考 え は,次 の2点 か らも裏 付 け られ る。1つ は 表3-7の 下 側 で,住 宅 困 窮 の全 理 由を 示 した

もの であ る。 第1位 の 理 由で は,日 照 ・通 風 の パ ー セ ン トは 「困 って い る点 が あ る」 世帯 の方 が 高 か

った が,2位 以 下 の理 由を 合 計 す る と,両 者 の 差 は な くな って い る。 これ は,「 何 とか しな けれ ばな

らな い ほ ど困 って い る 」世 帯 で は,狭 さや 老 朽 が 一 定 程 度 改 善 され た ら,次 は 日照 ・通 風 な どが 最 大

の 問題 と な る可能 性 が あ る ことを 示 して い る 。

表3-8住 宅の所有関係別の困窮理由(53年)
(%)

困窮世帯

(百戸)

住宅が

狭 い
老朽

設備

不良
庭

日照

通風
公害 家賃

住 宅 全 体 1255占2 き5.3 12.(⊃ 11.4 7.7 7.5 5.6 暮.5

持 家(小 計) 6古214 26。 ⊂⊃ 16.4 1L8 11。`) 7.9 7.5 o.◎

第
一戸 建 ・長 屋 建 6罫5:38 25.4 16.8 12.1 iL() 7.8 7.4 ⊂}.く)

一 共 同 建 ・そ の他 黛676 39.`) 7.1 3.7 12.1 8.4 10.2 ().(,

位 公 的 借 家 12151 64.1 3.9 8.3 き.6 1.8 2.5 5.5

の 民営借家(小 計) 写8745 59.6 8.2 12.苫 コ.8 8.8 3.4 10.2

理 一戸 建 ・長屋 建 2(1876 4く,.(} 12.3 1〔).9 4.3 8.1 苫.=ヌ 7.8

由 共同 建(設 ・専) 1三二895 4更).2 2.8 11.等 :三.9 9.苫 忍.7 i5.2

共 同 建(設 ・共) =;974 35.8 5.9 22.9 〔:,.8 1C,.8 き.2 5.2

給 与 住 宅 7658 48.(, 6.8 9.:3 5.o 6.4 4.8 1:)。8

住 昭 全 体 125562 47.7 24.=葺 :き(,.8 22.7 19.9 12.9 7.7

第
持 家(小 計) 66214 き6,2 28.o 29.o 26.3 19.4 14.7 〔).`)

一
一戸 建 ・長 屋 建 635:玉a 35.6 28.7 29.6 25.(ヲ 19.5 14.4 (二㌧ ◎

～
共 同建 ・そ の他 2676 49.9 1L8 15.6 冨5.6 18.9 21.8 【=,.{)

三 公 的 借 家 121151 7フ.1 15.3 :3`=⊃.5 19.5 6.{) 8.1 7.4

位 民営借家(小 計) 38745 55.2 21.6 コ4.4 18.1 25.9 11.6 22.1

の
一戸 建 ・長 屋 建 2〔)876 54.1 2学.6 34.8 19.5 24.臼 11.(P 18.2

理 共同 建(設 ・専) 1ろ895 57.(》 1◎.4 29.=5 18.5 25.ア 1芸.忍 写o.6

由 共 同 建(設 ・共) 1き974 54.4 18.7 49.8 9.苫 π2.1 9.6 12.3

給 与 住 宅 765ε3 62.0 19.7 28.o 19.7 14.9 11.5 1.8

第2は 表3-8で あ る.。 れ は53年 の結 果 、・つ き,第1位 の理 由 と1-3位2あ 理 由 の合 計 を 住

宅 の所 有 関 係 別 叫 こ示 した もの で,借 家 で は 家賃 を あ げ る 者 も多 か った の で,こ れ も加 え てあ る。 日

照 ・通 風 を あ げ る世 帯 は,確 か に 設 備 共 用 の 民 営 借 家 が 最 も多 い 。 しか し・ 表3-1の 日照 時 間 と比

較 す る と,他 の 住 宅 との 差 が あ ま り大 き くな い こ とが わ か る 。 これ は,日 照 ・通 風 や庭 の問 題 は,狭

さや設 備 不 良 な どの 切 実 な問 題 の 影 に 隠 され て い るた め だ と思 わ れ る 。

一51一



先 に み た よ うに,住 宅統 計調 査 によ る と近 年 の 日照 状 況 は 改 善 され て き てい る。 それ に もか か わ ら

ず,日 照 ・通風 で困 って い る とい う世 帯 は 増 加 して い る。 これ は,国 民 の 住 意 識 ・住 要 求 が よ り高 度

な もの へ と移 って い く過 程 で,そ れ まで 潜 在 して い た 日照 に対 す る不 満 が 顕 在 化 しつ つ あ る ため だ,

と理解 すべ きで あ ろ う。従 っ て,日 照 に 対 す る不 満 は,今 後 更 に増 加 して い く可 能 性 が 強 い と思 わ れ

る。

(2)住 宅 の 改善 理 由 と選 択 要 素

昭 和53年 の住 宅 需 要 実 態調 査 に よ る と,53年12月1日 まで の 過 去5年 間 に433%の 世 帯 に

居 住状 況 の変 化 が 生 じて い る。 これ を 移 転 と移 転 以 外 の もの(増 改築 ・修理 等)に 分 け る と,移 転 が

2eg%,移 転 外 変 化 が1a4%だ った 。48年 まで の調 査 で も これ らの住 宅 改 善 の 理 由 が調 べ られ

て い るが,選 択肢 が少 な く,日 照 ・通 風 との 関係 を 知 る こ と はで き なか った 。 しか し,53年 の調 査

で は 「日照 ・通風 な ど の衛 生 条件 が悪 か っ た」 と い う項 目が 独 立 して設 け られ て い る の で,そ の結果

を 検 討 しよ う。

住 宅 困窮 理 由で は,「 日照 ・通 風 」 は5番 目に多 か った 。 しか し,移 転 理 由 の 方 で は,第1位 の理

由 で17項 目 中11番 目,1～3位 の 理 由 の合 計 で10番 目 と,あ ま り重 要 な位 置 に は な い 。 表3-9に 現

表3-9住 宅 の 移 転 理 由(53年)

(%)
移転世帯

(百戸)
仕事

住宅が

狭い

結婚

など

持家

希望

立退

き等 老朽
通動

等
家賃

間取
同居 り等

日照

通風

笙
住宅全体

持 家

867ユQ

343(⊃9

2(⊃4

5.9

ユ8.2

24.4

ユ2響8

8.1

ユ◎.3

26.1

5.1

4.⊂,

3.9

6.2

3.9

1.7

三.6

1.1

玉。`)2.占

5.21.7

1.8

1.5

位
の

公的借家 7614 12.6 2`=,.5 15.`) Q.`:, 6,El 4.c, L臼 16」) L64.8 5.2

理 民営借家 さ3883 25.; 14.1 1フ.o く】.◎ 6.6 2.苫 7.1 5。 苫 1.53.4 2.`)

由 給与住宅 1`)暮66 55.2 9.3 1蕃.ゐ 〔=,.`=} 2.8 1.4 2胃`) 4口 〔) `)曹41曜1 (}.6

一 住宅全体 86フ11) 22.0 29.2 14.5 14.2 6.7 8.5 6.8 7.7 4,210.7 6.3
～

三
持 家 苫43◎9 7.2 41.4 9.4 35.9 5.6 12.8 4卿`) 4.8 7,511.6 6.6

位 公的借家 7614 i4.1 51.6 17.3 c).◎ 8.7 9.7 4.6 26.() 2,215.3 1(}.4
の
理

民営借家 寡3B8萎 27.9 21.2 18.9 `)胃◎ 8.4 5.6 1〔).7 6.7 2.1⊥`).4 6.4

由 給与住宅 1`)呂66 57.5 14.2 15.2 {=}冒o コ.5 5.1 5.1 6.9 〔=,胃75.0 2.2

住居 の所 有 関係 別 に理 由 を示 したが,公 的 住 宅 に入 居 した者 に 「日照 ・通 風 」 が少 し多 くな
って いた 。

移 転 外 改善 の 理 由 で は6項 目の 選 択 肢 が 示 され た が,「 日照 ・通 風 」 を あ げ た世 帯 は5番 目で
,1.7

%と 少 な か っ た ・ 敷 地 の制 約 の た め,改 築 ・改憐 で 日照 樋 風 を 雌 す る余 地 は あ ま りな い もの

と思 わ れ る。

さて・53年 の 需 要 実 態 調査 で は・ 住 ま い の 改善 計 画 の あ る世 帯 に 対 して
,「 住 宅 を 選 ぶ 時 に 住宅

の 価格(又 は家 賃)が 高 くな った と して も,特 に重 視 した い もの は何 で す か 」 とい う,住 宅 の 選 択要

剰 こ関 す る設 問 が設 け られ・17の 選 択 肢 が 示 され て お り,そ の な か に 「日照,通 風 の 良 い こ と」 と

い う項 目 も設 け られ て い る・ その 結 果 を 示 した の が 表3-10だ が
,第1位 に あ げ られ 腰 素 で は,「

日照 ●通風 」 は 「住 宅 の 広 さ」 「一 戸 建 で あ る こ と」 「家 の 間 取 り」 に続 い て4番 目に 多 く
,以 上 の

4項 目 で全 体 の3/4を 占め て い る。 そ して ,第1位 ～ 第4位 の 理 由 を 合 計 す る と,最 も多 い の が こ
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表3-10住 宅 の選 択 要 素(53年)

(%)

計画世帯

(百戸)

住 宅の

広 さ
一戸建 間取 り

日照

通 風

通勤
等

庭の

広さ

買い物

等

静かな

こと

住宅全体 12=;254 25.1 19.4 17.4 14.5 4.2 苫.5 2.2 1.7

第 持 家 75761 26.(, 15.6 22.2 14.3 2.7 4.o L9 1.9
一

位 公的借家 8464 27.8 26.9 8.7 1L苫 6.5 2.4 2.6 1.1

の 民営借家 29173 2き.4 2∠L9 1(,.1 15.6 6.1 2.6 2.7 1.7
要
素 (設 ・共) 1962 22.9 16.2 8.5 2Q.4 1`=,。7 1.3 2.1 2.7

給与住嗜 916◎ 21.3 26.菖 9.7 14.8 7.9 3.; き.5 1.0

第
住宅全体 123254 4答.9 4苫.8 38.6 51.9 22.8 14.; 19.9 1ご.8

一 持 家 75761 44.7 40.1 45.Q 49.(》 16.6 15.6 14.7 15.7

～

四 公的借家 84壬 》4 45.6 51.0 27.6 5().8 34.8 12.4 28.日 12.2

位 民営借家 29173 42.凸 48.7 28.7 57.耳 31.1 11..5 27.(1 14.2

の
要 (設 ・共) 1962 42.4 3L4 24.4 59.7 ∠}2.〔) 6.8 25.8 19.9

素 給与住宅 916◎ 41.o 52.7 27.4 58.6 36.(⊃ 13.9 31.9 14.6

注)設 ・共は民営借家 の共 同建で設備共用 のものの内数

の 「日照 ・通 風 」 で あ り,2人 に1人 の割 合 で選 択 要 素 と して あ げ て い た 。

住 宅 の所 有 関 係 別 に み る と,日 照 ・通 風 を第1位 に あ げ る世 帯 は,民 営 借 家,な か で も設 備共 用 の

もの に多 く,公 的 借 家 に少 な い傾 向 が あ り,1～4位 の合 計 で は 持 家 と公 的借 家 とで 少 な くな っ てい

た。 しか し,所 有 関 係 に よ る差 は小 さ く,日 照 ・通 風 が 重 視 され て い る こと は共 通 して い た 。

表3-11改 善 計 画 と第1位 の 選 択 要 素(53年)

(%)

計画世帯 住完の 日照 通勤 庭の 買い物 静かな

(百戸) 広さ
一 戸 建 間取り

通風 等 広さ 等 こと

住宅全体 12苫254 25.1 19.4 17.4 14.5 4.2 3.5 2.2 1.7

新 築 25979 22,⊂} 27.6 11.9 14.◎ 4.1 4.6 2.4 1.8

建て替え 19672 26.:玉 16.9 25.{:, 13.3 (1.9 2.4 1.◎ 1.4

家の購入 21443 22.1 26.7 8.2 15.o 7.9 2.9 2.8 1.;

土地購入 895◎ 18.6 27.8 6.5 15.5 5.5 6.9 3.2 2.(,

直 す 5955◎ 28.2 11.4 26.4 14.6 2.7 3.審 2.0 1.8

借 り る 6926 =4.5 9.5 9.5 15.9 9.9 1.1 5.8 2.6

表3-11は,改 善 計 画 の 内 容別 に 第1に 重視 す る選 択 要 素 を 示 した もの だ が,日 照 ・通 風 は す べ て

に共通 してあ げ られ て い るの が わ か る。

(3)地 方差 の検 討

住 宅 需 要 実態 調 査 の結 果 を も とに,住 宅 困窮 の理 由 と,住 宅 改 善 時 の 選択 要 素 に お い て,日 照 ・通

風 が 重 要 な 位 置 を 占 め て い る こ とを み て き た 。 と こ ろで,日 本 の 国土 は細 長 く,地 方 に よ って 気 候や

風 土 が 異 な り,そ れ に対 応 して多 様 な生 活 が 営 まれ て い る。 特 に 冬季 の 日照状 況 は太 平 洋 側 と 日本 海
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側 で 異 な り,大 陸 か らの季 節風 が 吹 きつ け る北 陸 地方 な どで は,月 間 の 日照 時 数(気 象 学)が100

時 間 を わ る状況 とな る(第1章 の 表1-1参 照)。

昭 和53年 の住 宅 需 要 実態 調 査 は,全 国 を9の 地 方 に 分 け・ 地方 別 の 単 純 集 計 の 結 果 を 示 して い る。

そ こで,こ の デ ー タに よ って,地 方 差 の 問 題 を 考 え よ う。

表3-12地 方差 の検 討(53年)

世帯数 住宅
日 照 ・通 風 の 割 合

困窮率 困窮理由(%) 移 転理 由(%) 選択要素(%)

(百戸)
(%) 1位1～3位 1位1～3位 1位1～4位

全 国 =;2鴛88:三 38.9 7.519。 臼 1。86.3 工4.響51.9

北 海 道 15`=}43 :38。7 台,219。() 2。17.5 ⊥1.848.`二 〕

東 北 295P71 36.9 5,816.8 L86」 11,546.0

関 東 工〔)77`)3 4`=,.8 9.122.コ 1。8ξ,.ど) 17,455.6

東 海 3審824 :玉8.4 7,419.5 二2.46.9 16,952.9

北 陸 75=;9 苫篠.6 4.5:翫6。2 0。94.1 1`).24さ.9

近 畿 56192 42.◎ 7.;2`).フ 1.76.7 」二2.85`=}.5

中 国 二」14=く7 35.8 5,616.5 L65.7 1L650.三

四 国 12145 嚴4.5 5,416.9 【).8苫.苫 12,448.2

九州 ・沖 縄 59◎29 :三5.:3 6,617.6 1.コ4.9 11。45(}.8

東 京 圏 852◎6 42.4 9.627.コ 1.(ヲ6.7 18,157.2

政令都市 41(:}9:玉 4玉.5 11.127.:三; 2.16.7 :L9.158.5

大 阪 圏 5曜二}722 ∠に;.撮 7。 三2〔).9 L76.9 15.25{=}.7

政令都市 181:三::二 47.() 臼.222.8 2.`)5。7 1苫 。748.6

表3-12は,地 方 別 に住 宅 困 窮 理 由,住 宅 の移 転 理 由,お よ び選 択 要 素 に お い て,「 日照 ・通 風 」

の 占 め る割 合 を 示 した もの で あ る。 まず住 宅 困窮 理 由を み る と,日 照 ・通 風 を あ げ る世 帯 は,第1位,

1～3位 の 合 計 とも,関 東 が 最 も多 く,北 陸 が最 も少 ない 。関 東 で 多 い の は,後 に述 べ る よ うに,日

照状 況 の 悪 い 東 京大 都 市 圏 の 影 響 で ある 。北 陸 で少 ない の は冬 季 の 日照 も関 係 して い るか も しれ ないが,

日照 の 良 い 四 国 との 差 が 第1位,1～3位 と も1ポ イ ン トに満 たず,日 照 時 数 の影 響 だ け だ とは考 え

られ ない4).ま た,日 射 の 弱 い 北 髄 で 日照 樋 風 を あ げ る世 帯 は旧 射 が 強 く冬季 の 日照時 獅+

分 あ る九 州 ・沖縄 よ りも多 くな って い た 。

日照 ・通 風を 理 由 に住 宅 を 移 動 す る世 帯 は,全 国的 にみ て も少 な か っ た が,地 方別 に み る と四国 が

最 も少 な く,次 が 北 陸 だ った 。 た だ,地 方 に よ る差 は あ ま り大 き くな く,第1位 の理 由 は,大 都 市 圏

を 有 す る関 東 と近 畿 で 「住 宅 が 狭 か った」 が 最 も多 か っ た のを 除 き,い ず れ も 「就 職 ・転 職 ・転 勤 な

どの た め 」 を あ げ る世 帯 が 多 か った 。

住 宅 の選 択 要 素 に 日照 ・通風 を あ げ る世 帯 は,困 窮 理 由 と同 じ く,関 東 が最 も多 く,北 陸 が 最 も少

な い ・ しか し,少 な い とは い え北 陸 で も選 択 要 素 の1位 に あ げ る世 帯 が1割,1～4位 の合 計 で は半

数 近 くあ り,や は り 「日照 ・通 風 の良 さ」 は重 視 され て い る 。

以 上 の 検 討 か ら,日 本 で は,気 候 の 違 い に よ る 「日照 ・通 風 」 の 重要 度 の差 は あ ま り顕 著 で な く,

地 方 差 は それ ほ ど 重視 す る必 要 が な い と いえ よ う。
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冬季の日照時数が少ない北陸地方でも日照が重視 されている原因について,永 田忠彦は不照日数の

少なさをあげている5ね 北陸の冬季は 「雲の動 きカ・醗 で雲の切れ間か ら時折太陽が顔覗 せる。と

が多 」 く・ 「い わ ば こ ま ぎれ の 状態 で 日照 が得 られ る」 。 これ を 有 効 に利 用 す る こ とは可 能 で,氏 の

福井 市 で の調 査 で は ・ 人 々の 日照 に対 す る 満足 度 と冬 の 日照 時 間 との 間 に は か な り強 い相 関 が 見 出 さ

れ てい る 。

最 後 に,大 都 市 の 状 況 に つ い て 述 べ よ う。住 宅需 要 実 態 調 査 で も,東 京 圏 や大 阪 圏 の 集 計 が行 われ

て い るが,圏 域 が 都 府県 単 位 の た め,大 都 市 圏 の状 況 が つか み に くい 。 そ こで,表3-12の 下部 に,

東京 圏,大 阪 圏 と,そ の 中 の 政 令 指定 都 市 に 関 す る デ ー タを 示 した。 東京 圏,特 に政 令 指 定都 市 に お

い て 日照 ・通 風 を あ げ る世帯 が 多 い が,こ れ は そ の 日照 の悪 さの 反 映 と思 わ れ る 。な お,地 方 別 に み

た時 に関東 で 日照 ・通 風 が 重視 され て い る の も,こ の東 京 の 影 響 で あ る。

3-3 宮崎市 にお ける住宅需要 と日照 ・通風

前 節 の分 析 に よ り,日 照 ・通風 の重 要性 が わ か ったが,今 後 の 住 宅 の あ り方 を 考 え る に は,住 宅 の

困窮 理 由,改 善 理 由,お よ び選択 要 素 を更 に詳 し く知 る ことが 有 益 で あ る 。残 念 な こ とに,公 表 され

て い る集計 表 は限 られ て お り,十 分 な分 析 は で きな い。 しか し,昭 和53年 の 住 宅 需 要実 態 調 査 と並

行 して 宮崎 県 が 実 施 した 宮 崎 生 活 圏 に お け る調 査 の デ ー タを 得 る こと が で きた の で,こ れ を再 集 計 す

るこ とに よ り,「 日照 ・通風 」 の 位 置 づ け を よ り明確 に した い。

(1)調 査 の概 要

宮 崎県 の住 宅 需 要 実 態 調査 は,国 の 調査 と同 時 期 に,同 一 項 目に 関 して行 わ れ た 。 調査 の対 象 とな

ったの は,宮 崎 市 と その 周辺5町 で,無 作 為 に抽 出 した3018の 世帯 に対 して 調 査 票 が配 られ,2951

票 が 回収 され た(回 収率97.8%)。 回収 され た票 の う ちの3/4強 に あ た る2296票 が 宮 崎 市 の も

ので あ った 。調 査 結 果 を 分析 した と ころ,周 辺5町 の 持 家 率 は85%と,宮 崎 市 の58%,全 国 の

67%に 比 べ て 高 く,敷 地面 積 も広 く,困 窮 理 由 に 日照 ・通 風 を あ げ る者 も少 な か った ・ そ こで,以

下 で は全 国 平 均 との 格差 の あ ま り大 き くな い宮 崎 市 に限 って 分析 を進 め る こ と とす る・

表3-13に 昭 和53表3 -13宮 崎 市 の 日照 状 況(53年)

年 の住 宅 統 計 調 査 に よ

る宮崎 市 の 日照 状 況 を

示 した 。宮 崎 市 は宮 崎

県 の な か で は 日照 に 恵

まれ て い な い方 に入 る

が,そ れ で も全 国 平 均

と比 較 す る と 日照 状 況

が 良 くな って い る。 日照時 間 が3時 間 未 満 の 住 宅 に 関 す る 日当 た りの よ くな い 原 因 を み る と ・ 「周

囲 の建 築 物 が 接 近 して い るか ら」 が 少 な いの が わ か る。 宮崎 市 の一 戸 建 ・長家 建 住 宅 の 平 均 敷 地 規

模 は238㎡ と全 国 平均 の254㎡ よ り少 し狭 い が,住 宅 の 延 べ 面積 も696㎡ と 全 国 の803㎡ よ りも狭

く,し か も緯 度 が低 い た め,「 接 近 」 を 原 因 とす る もの が少 な い ので あ ろ う。

日照時 間の状況 (%) 日当た りの良 くない原因(%)

1時 間

未満

1～33～5

時 間 時 間

5時 間

以上
北向き 高層 接近 その他

宮 崎 市

宮 崎 県

全 国

2.8

1.5

3.1

5,写12.4

5.69.2

7,517.6

79.5

85.6

71.6

24,214,551.69.7

18,211,251,219.4

17,711,959,111.4
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表3-14に は住 宅 の 所 有 関係 を 示 した 。 宮

崎 市 の持 家率 は全 国 平 均 よ りも低 くな って い

る。 な お,住 宅 需 要 実態 調 査 の 方 は,全 国 ・

宮 崎 市 と も,住 宅統 計 調 査 に比 べ て持 家 世 帯

が多 く,各 々67%と58%で あ った。

表3-14住 宅 の 所有 関 係(53年)
(%)

公的 民営借家 給与持 家 一
借家 設 ・専 設 ・共 住宅

宮 崎 市

宮 崎 県

全 国

巳4.66.227.14.27.9

71.47.215.71π ゐ4.1

6(:,.47.622.2ヨ.95.7

(2)住 宅 困 窮 と 日照 ・通 風

宮 崎市 にお け る現在 の住 宅 に 困 って い る

程 度 を 示 した もの が 図3-7で あ る 。

箔0 59% ヱoρ男

住 宅 全 体1 一
持 家1一 協】

公 的 借 家1比 灘 霧∬/・笏ン多一

民 営 借 家1膨 易協多笏 易%〃%雛≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡彰勿

給 与 住 宅1膨 膨一

口蟹塩[コ誌鷲綴い目1線獄頴 彫磐総線 蟹 残

図3-7住 宅 に 困 って い る程 度(宮 崎 市,53年)

全 国 と同 じ く,持 家 と借 家 とで は 満足 度 に か な り差 が あ るが,図3-5と 比 較 して み る と,「 満 足 し

て い る」 世 帯 が多 く.そ れ だけ 住 宅 困 窮世 帯 が 少 な いの が わ か る 。宮 崎 市 の居 住 者 の住 宅 困窮 感 は,

全 国 平 均 よ り低 い わ けで あ る。

次 に困 窮理 由を 検 討 しよ う。 表3-15は,住 宅 の 所 有 関 係 別 に,第1位 に あ げ られ た 困窮 理 由 と,

1～3位 の合 計 とを 示 した もの で あ る 。全 国(表3-8)と ほ ぼ同 じよ う な傾 向 が見 られ るが,「

住 宅 が 狭 い」 と 「老 朽 」 は少 な く,「 庭 」 や 「公 害 」 が 多 くな っ てい るの が わ か る 。 「日照 ・通 風」

は,1～3位 の合 計 は ほ ぽ全 国 と同程 度 の パ ー セ ン トを 示 して い るが,第1位 に あ げ る者 は全 国 を1 .

0ポ イ ン ト上 まわ って い る 。 これ は持 家 で 第1に 「日照 ・通 風 」 を あ げ る者 が 多 い た め で あ る。 そ し

て,第1に 「日照 ・通風 」 を あ げ る割 合 は,民 営 借 家 よ り も持 家 の 方 が 高 くな っ て い る 。

表3-16は,「 困 って い る点 が あ る」 世 帯 と 「何 とか しな け れ ば な らな い程 困 っ て い る」 世 帯別,

お よ び住 宅 の広 さに つ い て 「十 分 で あ る」 「十 分 で な い が,が まん で き る」 「狭 くて困 って い る」世

帯 別 に・ 住 宅 困 窮理 由を 示 した もの で あ る。 第1位 の 理 由 を み る と,「 狭 い 」 「老 朽 」 は 「何 とか し

な けれ ば な らな い」 世 帯 に多 く,「 庭 」 「日照 ・通 風 」 「公 害 」 は 「困 っ てい る点 が あ る」 世 帯 に多

い 。 しか し・1～3位 を 合 計 す る と,「 日照 ・通 風 」 は 「何 とか しな けれ ば な ら な い」 世 帯 の 方 が多

くな って い る 。 これ らの 世 帯 で は,現 在 最 大 の 問題 で あ る 「狭 い 」 「老 朽 」 とい っ た点 が も し解 消 さ

れ た ら,次 は 「日照 ・通 風 」 が最 大 の住 宅 困 窮 理 由 とな るケ ー ス もあ る と思 わ れ る 。

住 宅 の 広 さの 感 じ方別 で も,広 さを 十分 と思 って い る者 ほ ど 「日照 ・通 風 」 で 困 って い る とい う者

が 多 い(表3-16の 下 部)。

これ らは,先 に3-2の 〔1)で述 べ た,居 住 水 準 の 向上 に伴 って 日照 ・通 風 な どの 住 環 境 に 関 す る こ
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表3-15 住宅困窮の理由(宮 崎市)

(%)
困窮世 住宅が 設備 日照

帯(戸) 狭い
老朽

不良
庭

通風
公害 家賃 その他

持 家(小 計) 答⊥8 :こ=1.く」 1二.二 〕 9.7 16.(, 1⊂,.1 1(,.7 {:,.〔:, 18.2

一 戸 建 3d3 22.1 1:二.5 9.9 15.8 1().2 1〔=).9 1⊃。{=' 18.5

第 長屋 建 ・共同建 1讐 2(,.c, ⊃6.7 6.7 2(,.i) 6.7 6.7 〔).1) 1芯 。3

一 公 的 借 家 75 65.; 4.r=, 6.7 」1).7 1.= `='.`=, 1.コ 1{).7

位 民営借家(小 計) 三 ・)∈・ 三L8 7.5 14.4 7.2 8.9 豚.2 11.5 1葛.4

の 一戸 建 ・長 屋 建 2く)1 了2.8 :lo.〔=} 15.9 ∈」.ギ} 8〆 」 5.5 12.4 1Q.4

理 共同 建(設 ・専) 9刈 コリ.9 二.2 6.4 】2。8 1Lア 5.写 1〔).6 19.1

由 共同建(設 ・共) 1`) 21二弓(, り.〔) 60.(:} o.(, 【).(⊃ 〔=).⊂} c,.`=⊃ 2`='.⊂ レ

給 与 住 宅 45 誓ア.8 6.フ 4.4 白.7 4.4 6.ア 〔=,.(, 13.3

同居 ・非 住宅 9 1L1 rレrrレ 22.2 1ユ.1 22.2 (二}.〔=} 11.1 22.2

合 計 752 コ=Lコ 9.4 :[1.2 」1.3 8.5 7.◎ 4.9 15.コ

持 家(小 計) =三18 29.9 21〆 ト 25.6 28.ヨ 19.臼 17.6 0.{) 49.」

第 一 戸 建 =1〔=,3 無9.7 鴛`).5 23.1 27.7 19.8 18.2 `).〔=レ 49.8

一 長屋 建 ・共同 建 15 33.== 4ぐ}.1⊃ 忍:∫。3 40.⊂} 2(}.〔) 6.7 ◎.o =∬.翼

～ 公 的 借 家 75 76.◎ 2L'∫ 4〔).(, 25.=; 6.7 〔).◎ 2.7 7n..7

三 民営借家(小 計) 3`)蕪 42.i) 16.4 3◎.2 25.2 26.9 14.1 21。{) 4Eコ.6

位 一戸 建 ・長屋 建 2◎1 42.3 22.9 34.8 22.9 26.9 1丁.4 18.9 42。;

の 共同 建(設 ・専) 94 41.5 4.; 16。`=⊃ =き.〔) 26.6 14.9 27.7 5(,.⊂,

理
共同 建(設 ・共) 1(} 4ギ}。 ◎ 〔).`) 70.(=} 〔='。o :∫`=㌧⊂} 2〔).(, ').〔=レ 7〔:⊃.()

由
給 与 住 宅 4巳 66.7 17.8 で2.鴛 26.7 s.9 11.1 〔).`) 5工.1

同居 ・非 住宅 9 総黛 。2 鴛コ.2 二⊇2。2 44.4 22.2 11.1 22.2 66.7

合 計 752 41.5 :L9,1 27.8 26.9 2嶋).7 14。(, 9.◎ 5⊂}.1

表3-16 困窮度,住 宅広さと困窮理由(宮 崎市)
(%)

困窮世 住宅が 設備 日照

帯(戸) 狭い 老朽 不良 庭 通風 公害 家賃 その他

第 困る点がある 678 了(,.7 8.4 11.5 12.2 9.亀=P 7.4 4.9 15.9
一

位 何 とかしたい 74 45.9 18.9 B.1 2.7 4.11 4.1 5.4 1{).8

一 困る点がある 678 π9.5 17.9 26.4 27.7 1{ヲ.9 14.3 8.7 52.1

～
ゴ 何 とかしたい 74 58.11 呂1、.1 4()。5 17.6 27.0 1(,.8 12.2 7∫1.1
一

第
広さは十分だ 1占1 (}.6 17.∠ ト コ.`=}.6 1`).6 コ4.=5 12.4 6.8 27.5

一 がまんできる :ヨ;58 26.8 8.4 13.4 1等.1 9.2 7.日 4.5 17.〔 ⊃

位
狭 くて困る 23苫 6二.7 5.6 8。 コ 9.(, 5.4 2.6 4.響 4.三

一
広さは十分だ 161 2.5 21.1 18.6 22.4 25.6 16.8 8.7 64.〔=〕

～
= がまんできる =ヌ58 36.5 」.7.6 =馬⊃。7 29.6 22.3 16.5 8.7 49.2
一

位 狭 くて困る 三'コ=; 76.4 2(,.2 29.6 25.8 16.:∫ 8.2 9.9 42.1
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とが よ り重 要 と な るだ ろ うと い う考 え と符 合 す る。 住 宅 困 窮理 由 の 第1に 「日照 ・通 風 」 を あ げ るの

は 民 営 借家 よ りも持 家 に多 い こ と も納得 で き る現 象 だ,と い え よ う。

(3)住 宅 の 移 転 理 由

宮 崎 市 で は,昭 和53年12月1日 まで の過 去5年 間 に居 住 状 況 に変 化 の あ っ た世 帯 は5a2%と,全

国 平 均 よ り多 い 。移 転 が4a6%,移 転 外 変 化 が12.6%と,移 転 が 活 発 に行 わ れ て い る 。

さて,そ の 移転 の理 由を み る と,「 日照 。通 風 」 は 第1位 の 理 由 で は 「通 勤 」 と並 ん で9番 目 と,

全 国 と同 じ くあ ま り重 要 な 位 置 に な く,1～3位 の 理 由 を合 計 して もや は り9番 で あ る。 や は り,移

転 理 由 の 中心 は 「就 職 ・転 職 ・転 勤 な どの た め(「 仕 事 」 と略 す)」,「 住 宅 が 狭 か った 」,「 結 婚

な どの世 帯 の独 立 の た め(結 婚 な ど)」,そ して 「家 賃 を 払 うよ り持 家 を買 って所 有 した か った(持

家希 望)」 な ど とな って い る。

とこ ろ で,住 宅 の移 転 に は,同 一 市 内 な ど の狭 い 範 囲 で 行 わ れ る もの と,遠 隔 地 へ と移 って い くも

の とが あ り,理 由 に は おの お の特 徴 が あ る と思 わ れ る。 そ こで,前 住 地 毎 に移 転 理 由 を示 したの が表

3-17で あ る。一 見 して 市 外 か らの移 転 で は 「仕 事 」 を 理 由 に した 者 が 多 く,市 内か らの 者 に は 少 な

表3-17前 住 地,移 転 パ タ ー ンと移 転 理 由(宮 崎市)

(%)
移転世

帯(戸)

住宅が 結婚 持家仕
事 狭い など 希望

立退

き等
老朽

通勤

等
家賃 同居

間取

り等

日照 その

通風 他

市 内 741 9.2」 白.5⊥2.'ア 」5.◎ 7.4 4.9 2.4 6.2 2.7 4.6 =玉。814.7

前
第

県 内 124 59.76.59.7586 3.2 o.o 8.1 O.8 1.6 o.c) 0.04.8
一

住 県 外 128 81.き1.62.31=).8 {=}.8 (,.(, 1).8 (,.8 3.1 o.◎ 〔).87.8

地
位

合 計 998 24.81ξ 」.21(〕.911.9 6.〔) 5.6 2.9 5.(, 2.6 3.4 2,912.6

毎 第 市 内 フ41 11.126"713,618.6 9.(, 9.9 4.7 1`=}.8 3.ワ 15.9 9,232.9

の
丁県 内 124 6L711.==1(:).5?.7 4.o 1.6 11.3 ⊂》。∈3 2.4 1.6 ◎.C)12。1

理
三 県 外 11記臼 8:L諜3。 早 二2.5⊂1.8 (}.8 2.3 L6 1.6 5.5 1.6 1,614.1

由 位
合 計 998 ?6,821,711,715.1 7.3 7.8 5.2 8.5 苫.9 1(㍉7 7.◎28.0

持 → 持 7(, Q.⊂=レ 黛5。77.11.4 7.1 上7.1 2.9 1.4 2.9 4.3 4,325.7
第

市 非侍→持 二229 2.214.47.948.`=} =::.9 1.7 (〉.9 3.5 5.2 1.苫 ◎.910.`)一

内
間 位

非持→公 7〔=, 訟"{ヲ 」5。7上 ∠ト.=く{二}」=, 」∠ト.3 L4 (⊃,〔 ⊃ き7.1 〔=1.〔) 4.苫 1.48.6

移 民 → 民 二♪16 1`、論 器.占8。81).(, 1?.Q 6.9 4.2 :3.7 o.9 9.3 7,912.O

転
の 第

持 → 持 7∫=} 吐)閥`=,31。47昌12雷9 7.1 25.7 4.= 1.4 5.7 17.1 8,644.3

理 一 非持→持 2?9 4.451.98.759.∠ ト 巳.2 忍.9 ].7 8.:∫ 8.5 7.O 6.占27.9
由 ～

三
非持→公 7(1 ㌦728論:L4認 〔).`) 17.」 巳.7 1。44EL7 1⊃.〔) 7.1 8,647.1

位 民 → 民 2」6 12.`=}:三1.99.三 ・=}.〔::,1∠1.8 16.7 ε3.8 9.7 (,.9 25.o 14.83Ll)

注) 「合 計」 は前住地不明の世帯も含む

い こ とが わか る 。 そ して,市 内間 の 移 転 で は ,理 由 に 「日照 ・通 風 」 を あ げ る者 の率 が,市 外 か らの

移 転 の 数 倍 み られ る。

表3-17の 下 部 は,市 内 間 の 移転 を 住 宅 の 所 有 関 係 に 着 目 して パ タ ー ン化 し,多 くみ られ た移 転 パ

タ ー ンに つ い て の 理 由 を 示 した もの で あ る 。 所有 関 係 で み る と,最 も多 か った の が 「非 持 家(公 的 借

家 ・民営 借 家 ・給 与 住 宅 ・親 の 家 ・下宿 な ど6))一 持 家 」 の229件 と,「 民 営 借 家_民 営 借 家 」 の
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216件 で・ 「持 家 → 持 家 」 「非 持 家 → 公 的 借 家 」 の 各70件 が これ に続 き,こ の4つ で 市 内 の移 転 の8

割 近 くを 占 め る 。表 か ら明 らか な よ うに・ 「非持 家 →持 家 」 で は 「持 家 希 望 」 が,ま た 「非 持 家 → 公

的 借家 」 で は 「家 賃 が 高 か った 」 が 多 く・ 他 の 理 由 を 圧 倒 して い る 。 そ して,「 民 営 借家 → 民 営 借 家」

「持 家 →持 家」 の ・ 住 宅 の 所 有 関 係 の 変 わ らな い・ い わ ば水 平 移 動 に おい ては,各 種 の居 住 環 境 に 関

す る事 項 が あ げ られ てお り・ 居 住 レベ ル の 向上 が 図 られ て い る 。 「日照 ・通 風 」 を第1に あ げ た の は,

ほ とん どが この 水 平 移 動 した 世 帯 で あ り,1～3位 の理 由 の合 計 で は多 い方 か ら4番 目 にあ げ られ て

いる 。

以上 の よ うに,移 転 した 世帯 全 体 と して み る と,確 か に 「日照 ・通 風 な どの衛 生 条 件 が 悪か った」

こと は取 る に足 りな い 理 由 だ と言 え る だ ろ う。 しか し,市 域 内で 行 わ れ て い る,住 宅 の所 有 関係 の 変

わ らない移 動 に限 って み る と,「 日照 ・通 風 」 は無 視 す る こ との で きな い理 由で あ る こ とがわ か る。

住居 移 動 の面 か らも,日 照 ・通 風 を重 視 して い くこ とが 必 要 で あ る。

なお,移 転 外 変 化 の 方 で,「 日照 ・通 風 」 を 理 由 に あ げ る者 は 全 国 と同 じよ うに少 な く,2%に 満

た なか った 。

(4)住 宅 の選 択 と 日照 ・通 風

宮 崎 市で は,「 住 まい の 改善 計 画 を 考 え てい る(「 具 体 的 計 画 あ り」 と 「改 善 した い と考 え て い る」

の合 計)」世 帯 は30.4%と,全 国 の3&2%に 比 べ て 少 な くな って い た 。現 住居 の所 有 関 係 別 で は,

全 国 と同 じ く,借 家 の方 が 計 画の あ る率 が 高 く,公 的 借 家49.3%,民 営 借 家341%,給 与 住宅4

a3%と,持 家 の253%を こえ る改 善 意 欲 が 認 め られ た 。

住 宅 を選 ぶ時 に重 視 した い項 目 と して 第1位 に あ げ られ た事 項 は,全 国 と同 じ く 「住 宅 の広 さ」 と

「一戸 建 で あ る こと」 で 半 数 近 くを 占め て い た が,「 日照 。通 風 の良 い こ と」 が これ に続 い て3番 目

にあ げ られ て い る 。 そ して,1～4位 を 合 計 す る と,や は り 「日照 ・通 風 」'が最 も多 くな って い た。

表3-18は 住宅 の所 有 関 係 に 選 択 要 素 を 示 した もの だ が,「 日照 ・通 風 」 が重 視 され て い るの はす べ

て に共 通 して い る 。

さて,全 国 の 需 要 実 態 調 査 で は,集 計表 が 限 られ て い る た め,改 善 計 画 の 内容 と選 択要 素 との 間 に

特徴 の あ る 関係 を 見 出す こ とは で きな か った(表3-11)。 と こ ろが,宮 崎 市 の 結 果 を現 住 居 が 持 家

の世 帯 と借 家 の 世 帯 とに 分 け て 集 計 した と ころ,興 味 あ る傾 向を 見 出す こ とが で きた 。 表3-19は 計

画 内容別 に第1位 の 選 択 要 素 を 示 した もの だ が,現 住 宅 が 持 家 の 世 帯 の うち,「 新 築 」 を 予定 して い

るが土 地 は まだ 入 手 して い な い 世帯 と,「 さ しあ た り土 地 だ けを 買 う」世 帯 で は,3割 が 「日照 ・通

風 」 を あ げ てい る。 これ は土 地 の選 定 の 際 に 日照 ・通 風 が 重 視 され て い る こ とを 示 して お り,住 宅 の

日照時 間 が 主 に そ の敷 地 周辺 の状 況 で 決 ま って い る こ とを 考 え る と,納 得 で き る現 象 で あ る 。他 方,

既 に土 地 を 入 手 して い た り,現 在 地 で 改築 を 計 画 して い る世 帯 は,「 日照 ・通 風 」 よ り も 「住 宅 の 広

さ」や 「家 の 間取 り」 の方 を重 視 して い る 。

現住居 が 借 家 の世 帯 で は,こ れか ら土 地 を 入 手 す る者 で も,「 日照 ・通 風 」 よ り も 「一 戸 建 で あ る

こ と」 を 第1に 重 視 す る例 が多 い。 これ は,現 在 の 借 家 か ら 「一 戸 建 」 の持 家 へ と抜 け 出 した い,と

い う願 望 の あ らわ れ だ と思 われ る。 しか し1～4位 の 要 素 を 合 計 す ると,「 日照 ・通 風」 は 「一 戸 建 」

と肩 を 並 べ る こ と と な る7!ま た,「 家 を 借 り る」 こ とを 考 え て い る世 帯 の う ち3割 が 「日照 ・通 風 」

をあ げ て い る が,借 家 間 の 移 動 で は 居 住 環 境 要 素 が 重 視 され て い る ことを 示 して い る もの と思 わ れ る。
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表3ヨ8 住宅の選択要素(宮 崎市)

(%)

計画世

帯(戸)

住宅の

広さ
一戸建 間取り

日照

通風

通勤

等

庭の

広さ

買い物

等

静か な

こと その他

持 家(小 言f) さ4〔=, 24.7 1フ.1 2;.5 18.2 1.2 6.2 2.6 1.5 5.(,

一 戸 建 き32 25.◎ ユ6.6 25.8 ユ8.4 L2 6.o 2.7 ユ.5 4.日

第 長屋 建 ・共同 建 8 112.5 さ7.5 12.5 12.5 (}.o 12.5 ◎.{=} `=),◎ 12.5

一
公 的 借 家 72 22.2 29.2 13.9 1ユ.1 6.9 4.2 ユ.4 o醒 ◎ 11.1

位 民 営借家(小 言D 251 18.6 33.き 8.7 18.6 5.Q 5.6 3.〔=〕 o.9 8.2

の 一戸建 ・長屋 建 15Q 18.O 54.◎ 10.◎ 15.コ 2.7 5.3 4.(, 1.5 9.さ

要 共 同 建 81 19.8 32.1 6.2 24.7 3.7 6.2 1.2 `).o 6.2

素 給 与 住 宅 45 ヱ7.8 き苫.3 8.9 26.7 o.◎ 4.4 2.2 4.4 2.2

同居 ・非 住宅 1〔=) Q.Q 20.o 2〔=レ.o 10.0 ⊂}.o 10.{=) o.〔:} (,.o 4`).o

合 計 698 2ま.6 24.8 16.6 18.1 2.3 5.7 2.6 1.3 7.◎

持 家(小 言D 340 42.6 44.1 50.9 48.5 1(,.6 19.1 17.9 14.7 32.9

第 一 戸 建 て=2 42.5 44.5 51.5 48.2 1く).8 19.◎ 17.8 14.5 35.1
一

長屋建 ・共同建 8 5(1.◎ さ7.5 25.0 62.5 Q.Q 25.o 25.o 25.〔 ⊃ 25.0

～ 公 的 借 家 ア2 37.5 5(～.o ざア.5 65.3 40.5 ヱ8.1 26.4 11.1 72.2

三 民営借家(小 言D 231 34.6 58.9 22.1 58.4 2玉.4 19.5 29.4 14.7 52.4
位 一戸建 ・長屋 建

15(P 32.7 62,(, 21.3 54.◎ 21.3 2(,.(, 3◎.7 14.7 52.7
の

要
共 同 建 B1 38.き 5き.1 2玉.5 66.7 27.2 18.5 27.2 14.B 51.9

素
給 与 住 宅 45 71.1 57.8 ざ3.写 5ア.8 26.7 11.1 2(,.◎ 22.2 5L工

同居 ・非住宅 1`) 30.O 50.0 苫o.◎ 60.o 20.`=, 20.o 20。 ⊂レ 10.O 1(ゆ.0

合 計 698 38.5 5().6 苫8.5 54.ぶ 19.工 18.6 22.8 14.8 45.6

注)民 営借家 の共 同建 のうち 、設備 共用 のもの は2世 帯 のみ であ る

表3-19 現住居,改 善計画と第1位 の選択要素(宮 崎市)

(%)
計画世

帯(戸)

住宅の

広さ
一戸 建 間取 り

日照

通風

通動

等

庭の

広さ

買い物

等

静かな

こと
その他

持

家

新築〔擁 ζ窪 07

:17

コ三.3

翫9

29.6

1L8

コ2。 二!

29.4

;.7

29.4

(,.◎

1=},`=,

苫.7

5.9

5.7

5.9

(⊃.o

(,べ,

苫.7

11.8

居 建 て 替 え 84 28.6 22.6 29.8 9.{5 ξ).{=) 6.o ⊂).〔 二, L2 2.4

住 家 の 購 入 呂 (}.◎ 4(,,(} o.〔=, 2Q.o 1⊃.Q 2{⊃.1=} `⊃.(⊃ コ6.〔=, {).`)

世 土地だけを購入 27 14.8 14.8 乱7 苫さ.芯 1⊃.Q 18.5 5.7 o.`) 11.1

帯 直す〔灘理讃
1`=}2

7日

苫苫.3

15.4

12.7

12.8

17.6

き2.1

15.7

二ε3。2

2.9

1.3

4.9

=ヌ.8

き.9

2.6

1。 し)

2.6

7.8

L3

借

家
新築〔圭鞭 7(⊃

72

21.4

9.7

:35。7

4L7

1`=}.㌧)

11.1

11.4

18.1

4.5

4.2

∠}.5

ゐ.9

2.9

0.(⊃

`).Q

◎.く ⊃

1ε⊃.⊂,

8.き

居 家 の 購 入 94 19.1 三4.o 8.5 19.ユ 2.1 7.4 2.1 2.ユ 5.5

住 土地だけを購入 6(レ 2(:,.ギ} 06.7 11.7 18.3 5.さ 5.◎ 3.:3 `).〔) 11.7

世 直 す ユ2 4L7 ユ6.7 ユ6.7 8.5 (}.`) `).◎ ').o 16.7 (}.(}

帯 家 を 借 り る 4c} 25.(:} 2(,.〔) 5.〔:) 瞥(,.o 5.(:} 1:).o 7.5 【).〔:〕 7.5
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と ころで,住 宅を 選 ぶ 時 に重 視 した い要 素 は,現 住 宅 に 関 す る 困窮 理 由 に も関 係 して い る と思 わ れ

る。表3-20は,住 宅 困窮 世 帯 に つ き,第1位 に あ げ られ た 困 窮理 由 と,第1に 重 視 した い選 択 要 素

との 関係 を 示 した もの で あ る 。困 窮 理 由の 第1に 「住 宅 が狭 い 」 を あ げ た者 で は31.3%が 「住 宅 の

表3-20困 窮理 由 と選 択 要 素(宮 崎 市)
(%)

計画世 住宅の 日照 通勤 庭の 買い物 静かな

帯(戸) 広さ
一戸 建 間取 り

通風 等 広 さ 等 こと
その他

住宅が狭い 1⊥5 :三L=ヌ 29.6 1等.(' 1写 。(b L7 ユ.6 〔).9 ◎.9 7.◎

設備不良 4二 14.さ 35.7 14.冨 16.7 2.4 2.4 4.8 2.4 7.1

庭 憲7 16.2 1==.5 18.9 13.5 8.1 16.2 5.4 (=⊃.(⊃ 8.1

老 朽 ご2 31.苫 21.9 21.9 9.4 `).(, る.; ◎.◎ 3.1 6.3

日照 ・通風 26 15.4 1L5 7.7 巴7.7 ⊂}.{) :5.8 3.8 (,.(, く,。o

家 賃 22 22.7 27.=; 4.El 27。=5 o。() 9.1 (〕メ, `).⊂=} 9.1

公 害 17 36.5 11.8 11.8 23.5 ⊂}。◎ 5.9 O.◎ 5.9 5.9

そ の 他 49 18.4 16.二 16.3 12.2 4.1 6.1 8.2 0.O 18.4

合 計 34(} 24.i 25.5 14.1 17.9 2.4 5.6 2.9 L2 8.2

広 さ」を,「庭 」 を あ げ た者 で は16.2%が 「庭 の広 さ」 を第1に 求 め るに止 ま るの に対 し,「 日照 ・

通 風 」を あ げ た 者 で は57.7%が 「日照 ・通 風 の良 い こ と」 を 求 め て い る。持 家 居 住 者 の み で は,こ

の率 は7a3%も の高 さ と な り,現 在 の 困 窮 点 と住 宅 の選 択 要 素 とが ス トレー トに結 ば れ て い る 。

また,困 窮 理 由 の2・3位 に 日照 ・通 風 を あ げた 者 で は22.9%,困 窮 理 由 に 日照 ・通 風 を あげ なか っ

た者 で も13.5%の 者 が,住 宅 の 選 択 要素 の1番 目 に 「日照 ・通風 」 を 選 ん で い た 。1～4位 の選 択

要 素 を合 計 す る と,「 日照 ・通 風 」 を 困 窮理 由 の第1に あげ て い た者 の9割 近 く,2・3位 に あ げ て

いた 者の3/4,あ げて い なか った 者 で もほ ぼ半 数 が 「日照 ・通風 の良 い こ と」 を選 択 して い た 。

「日照 ・通 風 の 良 い こ と」 を 第1に あ げ る者 は,持 家 に居 住 して い て これ か ら土地 を 入 手 す る者 や,

現在 日照 ・通風 の悪 さ に困 っ てい る者 に 多 い傾 向 はみ られ る。 しか し,1～4位 の選 択 要 素 を合 計 し

てみ ると,日 照 ・通 風 の良 さ は大 半 の 人 に と って住 宅 選 定 時 の 要 素 と して重 視 され て お り,住 宅 改善

の方 法の 如 何 を 問 わ ず共 通 して重 要 視 して され て い る事 項 で あ る,と 言 え よ う。

3-4 ま と め

以上 の 住 宅統 計調 査 と住 宅 需 要 実 態 調 査 の 分 析 に よ り,住 宅 にお け る 日照,ま た は 日照 ・通 風 につ

いて,次 の よ うな こ とが い え る 。

① 住 宅 の 日照 状 況 は,近 年,相 対 的 に も絶 対 的 に も改善 され て き てい る。 しか も,こ れ は 地方 の

み の 現象 で は な く,大 都 市圏 の 中心 部 にお い て さえ 見 る こ とが で き る 。な お,日 照 状 況 は住 宅 の所 有

関係 に よ って 異 な り,民 営借 家,特 に設 備 共 用 の もの の 日照 は劣 悪 で あ る・

② 日照 時 間 が 短 い 理 由 と して最 も多 い の は,周 囲 の 建築 物 が接 近 して い る こ とで あ る 。 なお,大

都 市圏 の 中心 部 や 公 的借 家 を 中心 に,高 層 建 築 が 近 くに あ った り,北 向 き の居 室 しか な い た めに 日照

が悪 い とい う事 例 が 増 加 しつ つ あ る 。
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③ 日照 状 況 が 改 善 され て い るに もか か わ らず,住 宅 困 窮 理 由 に 日照 。通 風 の悪 さを あ げ る世 帯 は

増 加 して い る。 これ は,居 住 水 準 の 向上 に伴 い,住 宅 その もの だ けで な く・ 住 環 境 に も 目が 向 け られ

るよ うに な った た め と思 われ る。

④ 住 宅 の 移 転全 体 を み る と 日照 ・通 風 を 理 由 とす る もの は 僅 か で あ るが,住 宅 の 所 有 関 係 が変 わ

らな い狭 い 範 囲 で の移 転 に限 る と,日 照 ・通 風 はか な り重要 な位 置 を 占め て い る。

⑤ 今 後 の 住 宅 改善 にあ た り,日 照 ・通 風 の 良 い こ とは非 常 に 評価 され て お り,日 照 ・通風 の良 さ

は新 築,住 宅 購入,借 家 入居 な ど の 各種 の 改 善 で 共 通 して重 視 され る 重要 な選 定要 因 とな って い る。

特 に土 地 の 選択 に あ た って は,こ れ が 第1に 重視 され る こ とが 多 い 。

なお,上 の ①～ ⑤ の 事 項 は,程 度 の 差 は あ るが,ほ ぼ 日本 全 国 に つ い て 言 う こと が で き,地 方 に ょ

る差 は あ ま り考 え る必 要 が な い 。

注1)設 備共用 とは,炊 事 用流 し及 び便所の うち,い ずれか一方 あるいは両方が共用 の場合で あり,両 方と

も専用の住宅が設 備専用で ある。

2)44年 と48年 の調査で は,い くつで も住宅 困窮理 由をあ げることがで きたが,53年 の調査では最

大限3つ までに制 限され た。

3)住 宅統計調査 では,民 営借家を設備専用 と設備共用に二分 していた。 しか し,住 宅需要実態調査 では,

建て方 か ら一戸建 ・長屋建 とに区分 した後に,共 同建を設備専用 と設備共用 に分類 してい る。一戸建

・長屋建は大半 が設備専用であるので,住 宅統計調査の設備専用が一戸 建 ・長 屋建 と共同建 に細分 さ

れたと考え ることもできる。

4)石 川県では困窮理由に 「老朽」 「設備」が多 く,住 環 境についての ものが少 ない理由につき,川 畑明

は,「 住宅 その ものを重視 する地域性の結果であろ う」と述 べている(「 住 宅」1979年10月 号

P.40)

5)永 田忠彦 「北陸の建 築環境一 日照」,建 築雑誌,VoI 。9ユ,Nα1108(1976年)。 なお,

表1-1も 参照の こと。

6)調 査 では,親 その他 の親族の家に住んでいた者 は,そ れ が持家 であるか借家 であるかを問 わず
,「 親

その他の親族の家」 が前住宅 とされた。 そこで,こ こでは借家 とこれ を含ん だ 「非持家」 とい う分類

をつ くり,分 析 した。

7)現 住居が借家 で第1に 「一戸建」をあげた世帯の うち,半 数を こえ る52.2%が2位 以下の選択要素

に 「日照 ・通風」を あげてお り,第1に 「広 さ」をあ げた世帯 でも50.7%が そ うで あった。 他方,

第1に 「日照 ・通風」をあげた世帯 では,2位 以下に 「一戸建」を選んだ世帯 は41 .3%に,「 広さ」

を選んだのは14,3%に 止ま った、,
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第2部 郊外一戸建住宅 地の 日照 と配置計画

第1部 に お け る検 討 に よ り,住 宅 地 に おい て 日照 が重 要 で あ り,人 々が 良 好 な 日

照を求 め て い る こ とが 明 らか と な った。 今 後 の住 宅地 計 画 で は,日 照 を重 視 して い

くこ とが 必要 で あ る。

と ころで,日 本 の住 宅地 の形 態 は,主 に一 戸 建住 宅 に よ って つ くられ て い る。住

宅統 計 調査 で住 宅 の建 て方 を み る と,「 一 戸 建 」住 宅 の シ 山ア は昭和38年 の720

%か ら次 第 に侭 下 し,昭 和48年 に は648%に 減少 した が,昭 和53年 に は651%

と48年 と 同 レベル で,全 住 宅 の3分 の2が 一 戸 建 で あ る。 そ して,こ の一 戸建 住 宅

の敷 地面 積 の分 布 を 昭和48年 と53年 とで比 較 す る と,100㎡ 未 満 の住 宅 が 若干 減

少 し,平 均 敷地 面 積 も275㎡ か ら280㎡ へ と増加 して い る。

以 上 の現 象 は,人 々が よ り良 い住 居 を求 めて 都 市 の郊 外 へ と 出て 行 く,い わ ゆ る

人 口の ドー ナ ツ化 現 象 の結 果 であ ろ う。 そ して,第2部 で は,こ の郊 外 に典型 的 に

み られ る一 戸建 住 宅 に お いて,日 照 を ど う考 え,ど う扱 って い けば よ い のか に つ い

て検 討す る。

先 に2-3で 述 べ た よ うに,一 戸建 住 宅 の 日照 を 考 え る際 に最 も問題 とな るのが

2階 建 住 宅 の 日影 で あ る。 住 宅 統 計 調査 に よ る と,一 戸建 住 宅 のな か で平 家 の 占 あ

る割 合 は,昭 和43年 の6a2%か ら,48年 の5a8%,53年 に は43.0%と 急激 に

低下 し,今 日で は2階 建 が 主 流 とな って きて い る。 平 地 が少 な く,人 口が都 市 に集

中 して い るわ が 国 に お いて は,南 側 の敷 地 に どの よ うな2階 建 が 建 って も十 分 な 日

照が得 られ るよ うな広 い敷 地 は望 み に くい 。 こ こに おい て,一 戸 建 住 宅地 の あ り方

が大 きな問 題 とな るの で あ る。 以 下 で は,人 々の住 宅 ・宅地 選 択,増 築,日 照 妨害

の3点 か ら,こ の 問題 に ア プ ロ ー チ して い きた い 。





第4章 住宅 ・宅地選択時における日照への配慮

前 章 でみ た よ うに,日 照 の良 い こ とは 住 宅 や 宅 地 を 選 択 す る際 に お け る非 常 に重 要 な要 素 で あ る 。

先に触れた世略 砧町の一戸建住宅どうしの日照妨齢 件でも ユ!原 告宅と被告宅と}ま同時に売 り出

され た建 売 住 宅 で あ り・ 当時 の 第2種 空 地 地 区(容 積 率 が30%以 下)に 属 して い た。 と ころ が,両 住

宅 と も販 売 時 か ら既 に若 干 の 容 積 率 違 反 が あ り,こ れを 知 っ た原 告 は,将 来 の増 築 の 可 能性 が ない か

ら北 側 の住 宅 で は今 後 とも良 好 な 日照 が享 受 で き る と考 え,購 入 住 宅 を 決 定 した。 しか し,被 告 側 が

建築 基準 法 に 反 して2階 を 増 築 した 結 果,原 告 の 日照 が 奪 わ れ た の で あ る。

残 念 なが ら,今 日の 日本 に は,一 戸 建住 宅 地 の 日照 を 十 分 に考 え た制 度 は ま だ存 在 して い ない 。 第

一種住居専用地域の北側斜線はきわめて不+分 なものであり2!こ れより臓 しし・鯨 都の第_種 高

度地 区 の5m+α6/1の 斜 線 で も,地 上1.5mで 冬 至 の南 中 時 に瞬 間的 に 日照 を得 る に は6m近 い

南庭 を,冬 至4時 間 日照 の ため に は7m程 度 の南 庭 を必 要 とす る。 しか し,こ の よ うに広 い 庭 を確 保

で き るの は,ご く限 られ た人 々 にす ぎな い 。 また,日 影 規 制 にお い て も,第 一 種住 居 専 用 地 域 内 で の

軒の 高 さが7m以 下 の建 物 は規 制 対 象 に含 ま れ て い な い 。

こ う して,良 好 な 日照 を 望 む 者 は,慎 重 に住 宅 ・宅 地 を 選 ぶ こ とが 必 要 とな る。本 章 で は,都 城 市

での 調査 と,分 譲 宅地 の 申込 倍 率 の 分析 に よ り,こ の問 題 に アプ ロー チ した い 。

4-1住 宅 ・宅地 選 択 行 為 と 日照

都城 市 は,宮 崎 県 と鹿 児 島県 の県 境 に位 置 す る,人 口13万 人(昭 和55年 国勢 調 査)の 地 方 中心 都 市

で あ る。 昭 和53年 の 住 宅 統 計 調査 に よ る と,持 家率 が71%と 高 く,日 照 時間 も85%が5時 間 以 上 で あ

る(前 章 の表3-13,14参 照)。 しか し,近 年 は市 の 中心 部 等 で い くつ か の 日照 妨 害事 件 も起 きて お

り3!決 して 日照 問 題 と無縁 な町 で は な い。

この 都城 市 に おい て,人 々が住 宅 ・宅 地 を ど う選 択 して い るか の 調査 を行 った 。 以 下予 備 調 査,ア

ンケ ー ト調 査 の 順 に 分析 を行 う。

(1)予 備 調 査

住 宅 ・宅 地 の 選 択 は非 常 に重 要 な行 為 で あ り,特 に持 家 の 場 合 は 移転 の可 能 性 が少 な い ため.慎 重

に選 ばれ る。 そ こで,ア ンケ ー トを 行 う以 前 に 十分 な準 備 が 必 要 と考 え,都 城 市 郊外 の新 築 後 あ ま り

た って い ない 住 宅 を 対象 に,面 接 調 査 を 試 み た 。 しか し,調 査 を 行 ってみ る と,細 か い点 は覚 え て い

ない とか,主 人 が 決 め た との 回答 もあ り,購 入 価格 の概 要 も教 え て も らえ ない 等,こ ち らの知 りた い

こ とを十 分 に 聞 き出 す こ とが で き なか った 。

そ のよ うな 時,面 接 調 査 を 行 った 住 宅 の す ぐ近 く居 住 す る,世 帯 主 が筆 者 と職 場 を 同 じ くす る世 帯

を調 査 した と ころ,こ ち らの 知 りた い 事 を 十分 聞 く ことが で きた の み な らず,先 の調 査 で は十 分 な 内

容 を聞 き出 せ な か っ た世 帯 の こ と も一 部 知 る こ とが で き た。 そ こで,方 針 を 転 換 し、 ア ンケ ー ト前 の

予備 調 査 は,筆 者 と職 場 を 同 じ くす る都城 工 業 高 等 専 門 学 校 の 教 官 を対 象 に行 う こ とと した。

予 備 調査 は,昭 和50年6月10日 付 の 住所 録 か ら調 査 時(昭 和57年7月)ま で の 間 に転 居 した 教 官 の

うち,転 居 先 が 都 城 市 内の 持 家 で あ る者 を対 象 に行 っ た。 い ず れ も調 査 の 数 日前 に 調査 概 要 を 連絡 し

てか ら行 っ たた め,細 か い点 も知 る こ とが で き た。 調 査 世 帯 は12世 帯 で,う ち8世 帯 は土 地 を 購入 し
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て注 文 住 宅 を建 設 した もの で,残 り4世 帯 は 分 譲 住 宅 の購 入 だ った 。

調 査 は 「日照 」 の こ とを調 べ て い る こ とは 言 わ ず に・ 宅 地 ・住 宅 を 選 ん だ理 由 と・ 他 の候 補 地 の 物

色 状 況 を 聞 い た 。な お,日 照 を 考 慮 した とは言 わ なか った 者 に対 して は.念 の た め,日 照 の こ とは考

え なか ったか を 質 問 した 。 そ の結 果,次 の3つ の タ イ プが あ る こ とが わ か っ た。

A一 日照 が よ い こ とを 第1に 考 え て 選 択 した 。

B一 日照 を選 択 時 の1要 素 と して考 え た 。

C一 日照 の ことは 考 慮 せ ず に選 択 した 。

表4-1 予備調査の概要

表4-1は,調 査 結

果 の う ち,日 照 に関 連

す る部 分 を タイ プ別 に

示 した もの で あ る。 予

備 調 査 の結 果,次 の よ

うな点 が わ か った。

①Aタ イプが レ'3,

Bタ イプ とあ わせ る と

過 半 数 と,日 照 の良 さ

は 住 宅 ・宅 地選 択 に あ

た って の重 要 な 条件 と

な って い る 。 日照 考 慮 の 方 法 と して は,土 地 の形 ・南 庭 とい う 自宅 地 に関 す るも の も あ る が,や は り

宅 地 の 南側 に関 す る もの が多 く,特 にAタ イ プ で は南 側 に道 路 が あ る こ とが 重 視 され て い る。 な お,

Nα7の 者 も,南 側 に 公 園 の あ る分 譲 住 宅 が あ り,で きれ ば そ ち らを 購 入 したか った が,既 に 予約 済 み

で あ った た め入 居 で きな か った,と の こ とで あ った 。

②Cタ イ プは 日照 の ことは 考 え な か った との こ とで は あ るが,Nα8と9は200坪 前 後 の 土 地 を物

色 して お り,こ れ だ けあ れ ば 当 然十 分 な 日照 が 得 られ る。 特 に,Nα9は 選 択 時 に 土 地 の 形 も重 視 して

お り,別 の土 地 を購 入 しなか った理 由 と して は東 西 に 長 す ぎて 形 が 悪 か った 点 を あ げ てお り,も し80

～100坪 の 宅 地 を 購 入 す るの な ら,日 照 も考 え た で あ ろ うと思 わ れ る 。 な お,Na。10は 土 地 購 入時

に は そ こに住 む とは考 え て お らず,そ の後 の事 情 で結 局 そ こ に家 を 建 て る こ と に な っ たの で,購 入 時

に は居 住環 境 の こ とは考 え なか っ た もの で あ る。

③ 日照 以外 で重 視 され て い た項 目 と して,生 活 の便,通 勤 ・通 学 条 件,周 辺 が住 宅地 で あ る こ と,

価 格,等 が あ げ られ て お り,便 利 で環 境 が 良 い 住 まい が 求 め られ て い た 。 な お,用 途 地域 を あ げ た者

は,第2種 住 居 専 用 地 域 に 土 地 を購 入 した1名 の み で あ った 。

以 上 の 予 備調 査 の 結 果 を も とに して,ア ンケ ー ト調 査 票 の 設 計 を 行 っ た。

No 日照考慮の方法 他候補地の物色
宅地
面積

接続

道路

A
1 注文 南側に道路 と小川がある い くつかあ った 130坪 南

タ
2 注文 南側道路を第一条件 とした 他 に1つ 候 補 があ った 85坪 南

イ 3 分譲 南側道路で環境がよい 10戸 か ら選 ん だ 100坪 南
プ

4 分譲 南側が氷田だ った 条件 に あ うの は こ このみ 80坪 西

B 5 注文 南側の家が平家だ った 条 件 にあ う のは こ このみ 94坪 東

タ
イ

6 注文 土地の形が良かった 形の良いのはここのみ 130坪 東

プ 7 分譲 南庭が広 く、玄関が北西端 5戸 から選 んだ 80坪 西

8 注文 手 頃 なの は ここ のみ 171坪 南

C 9 注文 い くつかあ った 244坪 東
タ 10 注文 数宅地から選んだ 110坪 袋路
イ

11 注文 他 に1つ 候 補 があ った 13Q坪 西
プ 12 分譲 ここ しか残 って なか った 83坪 東

(2)調 査 の概 要 と居 住 者 の特 性

近 年 の 都 城市 の人 口 ・世 帯 数 の 動 き を み る と,市 の 中心 部 で は滅 少 し,郊 外 で 増 加 して お り,特 に

市 街 化 区域 の縁 辺 部 で 著 しい 。 昭 和45年,50年,55年 の国 勢 調 査 か ら町 別 に持 家 数 の伸 び をみ た と こ
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ろ,市 街化 区域 の 北端 ・ 南 東 端 ・ 西 端 の3ケ 所 で 大 き く増 加 して い たが,特 に 南東 端 での 増 加 戸数 が

大 き く,視 察 の 結 果 で も新 築 して 間 もな い と思 わ れ る多 くの一 戸 建 住 宅 を 見 出 す ことが で きた 。 そ こ

で,こ の 区域 の うち・ 一 万 城 町 の 西半 分 と上 長飯 町 の一 部(図4-1参 照)を 対 象 に ア ンケ ー ト調 査

を行 うこ と と した。

調査 対 象 区域 は,幹 線 道 路 沿 い に 路線 状 に 住居 地域 が あ る のを 除 いて,す べ て第1種 また は 第2種

の住居 専 用 地域 に指 定 され て い る。 幹線 沿 い に雇 用促 進 事 業 団 の鉄 筋 コ ン ク リー ト造 アパ ー トが あ る

のを除 き,す べ て1～2階 建 の 低 層 住 宅 か ら成 って い る 。 ま だ農 地 もか な り残 ってお り,人 口密 度 は

一万城 町 全体 は グ ロスで40人/馳 程 度 だ が,調 査 区域 は そ れ よ る若 干 低 い もの と思 わ れ る4!こ の 区

域 は市 中心 部 ま で それ ほ ど離 れ て お らず,ま た スーパ ー な ど も近 くて 生 活 の便 が 良 い の で,住 宅 地 と

して の評 価 は市 内 で 高い 方 に属 す る。

ア ンケ ー ト調 査 の対 象 は,昭 和51年 版 の住 宅 地 図 に は記 載 され て い な い住 宅 の うち,持 家 で あ る も

の と した。 ア ンケ ー トは 昭和57年11月8日 ～27日 の 期 間 に 各戸 に直 接 配 り,数 日後 に 回収 を 行 った 。

ア ンヶ 一 トの 配布 ・回収 状 況 は表4-2の とお りで あ る 。 な お,第2部 の末 に ア ンケ ー ト調 査 票 を 示

した。

砺7市 街化 区域界

一・一 都 城 市 界01㎞
一

、

市営

住宅

表4-2 ア ンケ ー トの状 況

配布数 回収数 回収率

111 88 79.3%

図4-1調 査 対 象 区域

ア ンケ ー トの 回答 が あ った88世 帯 中,宅 地 を 購 入 して 注 文住 宅 を 建 て た の が6割 強 の56世 帯 で ・

残 り32世 帯 が 分 譲住 宅を 購 入 した もの で あ った 。 住 宅 が建 て られ たの は 大半 が2～5年 前 で あ るが,

住 宅建 設 時 の 家族 構 成 は 表4-3の よ うに,注 文 住 宅 ・分 譲住 宅 と も に 「夫 婦 と子 供 」 の核 家 族 が 多

い 。 また,分 譲 住 宅 で は大 半表4
-3住 宅建 設 時 の家 族 構 成

(%)が 長子 が小 学 生 以 下 の 若 い世

代 で あ ったが,注 文 住 宅 で は

小 学 生 以 下 と中学 生 以上 が ほ

ぼ半 々だ った 。

表4-4は,以 前 の 住 宅 の

所 有 関 係 を示 した もの で あ る。

以 前 も持 家 とい う者 は1/4

世帯数
夫婦 夫婦と 夫婦 と親 夫 婦と その他

のみ その親 と子供 子供

注 文住宅

分譲住宅

56

52

12.5:三.612.56◎.71【).7

12.53.112.571.90.0

合1計 88 12.53.412.564.86.8
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表4-4前 住 宅 の種 類 (%)

世帯数 持 家 民営借家 公的借家 給与住宅 親の家 その他

注文住宅

分譲住宅

・

巴6

32

2B.6

18.8

32,119.6

46,918.8

14.3

6.3

1.8

9.4

3.{ら

◎.◎

合 計 88 25.() :三7,519諸 11.4 4.巴1 2.3

で,や は り借 家 に住 んで い た者 が 多 い 。注 文 住 宅 ・分 譲 住 宅 別 にみ る と.注 文 住 宅 の 方 は.持 家 か給

与 住 宅 に住 ん で い た 例 が 多 く,分 譲 住 宅 は民 営 借 家 か 親 の 家 に住 ん で い た例 が 多 い傾 向 が あ る。

以 上 の よ う に,注 文 住 宅 と分 譲 住 宅 で は,居 住 者 の特 性 に差 が み られ る が,そ の差 は さほ ど大 きな

もの で は な い 。

次 に,こ れ らの世 帯 が 前住 宅 か ら転 出 した理 由 を検 討 しよ う。 これ は,注 文 住 宅 と分 譲住 宅 によ る

違 いは 少 な く,む しろ前 住 宅 が持 家 か 借 家 か の 影 響 を 大 き く受 け て い た 。 表4-5の よ うに 前住 宅 が

表4-5移 転 の 理 由
(%)

世帯数
持家

希望
住究が
狭い 老朽 同居 庭

日あ

た り

間取り
や設備

生活
の便 その他

箋
位

持 家

借家 ・親 の家

22

64

13.6

7◎.ご

4.5

i2.5

18.2

4.7

1苫.6

4.7

9.1

Q.⊂,

4.5

().◎

9.1

`).(⊃

4.5

1.6

22.7

6.3

合 計 88 54.5 10.2 8.(レ 6詩 ヨ 2.3 L1 2.3 2.5 12.5

舞
由

持 家

借家 ・親の 家

22

64

1=藁 。6

71.9

18.?

15.6

22.7

6,こ;

1苫.6

9.4

9.1

6.5

4.5

6.3

9.1

〔=,.`=,

4.5

1.6

27。 暮

」`=㌧9

合 言r 88 55.7 15.9 1◎.2 1[=レ.2 6.8 5.7 2.5 2.冨 17.`)

注)「 合計」 は 、前 住宅 が 「その他 」 の2世 帯 を含 む.

借家 か 親 の 家 の世 帯 は 「持 家 が ほ しか った 」 が圧 倒 的 に多 く.「 家 が 狭 か った 」が これ に 次 いで い る。

他 方,前 住 宅 が持 家 の者 で は,「 家 が い た ん で い た」 「親,又 は子 と 同居 す る た め」,そ して間 取 り,

設備,庭,日 あ た りな ど,多 様 な理 由 が並 ん で い る。以 上 の傾 向 は,前 章 で み た住 宅需 要 実 態 調 査 の

結 果(表3-17の 下部)と も共 通 して お り,移 転世 帯 に一 般 的 に み られ る傾 向 だ と言 え よ う。

それ で は,こ れ らの者 は,ど の よ うに して宅 地 や住 宅 を選 定 した の で あ ろ うか 。 宅地 購 入 者,す な

わ ち注 文 住 宅 建設 者 と,分 譲 住 宅 購 入 者 とに分 け,検 討 して い こ う。

(3)宅 地購 入者 の選 択 行 動
5)注 文 住 宅居 住者 に

,宅 地 の入 手 方 法 を た ず ね た と ころ,以 前 か ら持 って い た とい うの が16世 帯 あ り

宅 地 を 購 入 した の は残 りの40世 帯 で あ った 。 宅 地 面 積 を み る と,表4-6の よ うに,以 前 か ら所 有 し

表4-6
一6 宅地の面積

(%)

世帯数
60坪

未満

60～

80坪

80～

100坪

100～120～

120坪140坪

140～

160坪

160～

180坪

180～

200坪

200坪

以 上

所有注
文住宅 購入

分 譲 住 宅

1白

4く}

写2

`).Q

5.◎

二28.1

(レ』(,

1◎.0

12.5

6.苫

17.{う

写4.4

25.⊂)6.5

27,51◎.0

9,412.5

18.8

土7.5

3.1

6.苫

◎.◎

◎ 闘`)

12.5

7.5

〔=,圏`=}

25、(1

5.(〉

{).c,
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てい た者 の 方 が 購入 した者 よ り広 く・1例 を 除 い てす べ て100坪 以上 で あ っ た。 以 下 は,宅 地 を 購

入 した40世 帯 に つ い て,宅 地 選 択 行 動 を み てい こ う。

宅 地 を購 入 した時 期 は・ 住 宅 建 設 と ほ ぼ同 時 とい うの は4割 弱 で,大 半 は1年 以 上 前 に購 入 して お

り,10年 以 上 前 とい う者 もい た 。宅 地 購 入 時 に 業 者 な どか ら紹介 され た土 地 の 数 が1つ とい うの は

1/4で,大 半 は 複数 の土 地 を 物 色 して いた 。2つ 以 上 の 土 地 を物 色 した者 に対 し,購 入 した土 地 は環

境が 良 か っ たの か,そ れ とも価 格 が 手 ご ろだ っ たの か を 聞 い た と ころ,6割 強 の 者 は 「環 境 が 最 も良

か った 」 と回 答 し,「 価 格 が 手 ご ろだ った 」 の は1/4に す ぎな か った。 また,残 りの1割 は,環 境

・価 格 と も に良 か った と して い る(以 上 ,表4-7)。 な お,前 住 居 が 持 家 か借 家 か で,環 境 と価 格

の ど ち らを重 視 した か が違 うので は な いか と表4 -7紹 介 土 地 数 と重 視 条 件

紹

介

土

地

数

1つ1{=,く2蕪 昌())

謡:書i;1馨墾
無記入2(5.O)()内 は%

考 え て分 析 したが,異 な る傾 向は 見 出 せ なか

った 。

表4-8は 宅 地 の 選択 理 由を 示 した もの だ

が,選 択 時 に環 境 を 重視 したか,そ れ とも価

格 を優 先 した か に よ り,か な り異 な る傾 向 が

見 られ る 。環 境 を 重視 した者 で は,日 あた り,

周辺 が住 宅 地 で あ るこ と,そ して生 活 の便 な

ど が重 視 され て お り,1世 帯 平均 で2つ の 項

表4-8宅 地 の選 択 理 由

(%)

紹介土地数 世帯i数
日あ

た り 値段 住宅地
生活

の便

土地の

広さ

道路に

直面

土地の

形

通動

の便
その他

1つ のみ 1(} 1(,.ξ) 2ξ=㌧ ⊂} 2(⊃.`) 3(⊃,(, 2⊂}。() ◎.◎ 1⊃.`) (,.`) O.0

笙 環境 18 22.2 Q.く) 22.2 22.2 5.6 5.6 5.6 5.6 11.1

位 2つ
価格 7 14.苫 57.1 14.3 14.3 〔)。(レ (,。O `).(} (,.(, ◎.(,

の 以上
理 両方 :3 3玉.玉 (,.(, ().(, ([.〔) `).◎ 等苫.苫 o.(, ⊂⊃.◎ 53.5

由 合 計 4◎ 17.5 17.5 17.5 2`=}.1) 7.5 5.([ 2.5 2.5 1([.0

1つ のみ 1⊂} 苫(,.〔=⊃ 4`=}.o 5〔).{) 30.0 三◎.o ◎.() o.⑪ 0.0 0.0

全
'

環境 18 38.9 16.7 き8.9 22.2 22.2 16.7 16.7 16.7 11.1

理
2つ

価格 7 14.3 57.1 14.3 14.3 {=,,o o.o 0.0 0.◎ ◎.⊂,

由 以上
.両 方 3 冨5.3 ◎.(⊃ ◎.{二, ◎.1) 33.3 66.7 (,.(⊃ {:}.(, ;;.3

合 計 40 32.5 30.o 27.5 2(,。O 2⊂,.`=, 12.5 7.5 7.5 1く).(,

注)「 合計」は、紹介土地数が無記入の2世 帯を含 む.

目を あ げて い た 。他 方,価 格 を重 視 した者 で は,「 値 段 が 適 当 」 が圧 倒 的 に 多 く,1世 帯 平 均 で1項

目 しか あ げて い なか った 。環 境 を 重 視 した 者 が,様 々な 点 を慎 重 に考 慮 して い る こ とがわ か る。 宅地

購 入時 に1宅 地 しか 物 色 しなか っ た者 で は,値 段 を あ げ る者 が 多 い が,日 あ た りや生 活 の便 を あ げ る

者 も多 く,1世 帯 平 均 で1.6項 目を あ げて お り,環 境 重視 と価 格重 視 と の 中間 的 な傾 向を 示 して い た 。

宅 地購 入者 全 体 と して最 も多 くあ げ られ た の は,第1に あ げ られ た も ので は 「生 活 の便 が よい 」 で あ

ったが,2位 以 下 の 理 由 も合 計 す る と 「日あ た りが よ い 」 が最 も多 く,以 下 「値 段 が適 当」 「周辺 が

住 宅 地 で あ る」 「生 活 の 便 が よい1「 土 地 の広 さが適 当 」 と続 い て い た。
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なお.前 住 宅 を 出耀 由 と宅 腿 択 理 由 との 間}こも 関連 が あ る の で は な い か と考 え て分 析 したが・

一 定 の 傾 向 を見 出す こ とは で き なか っ た。

さて,予 備調 査 に おい て,宅 地を 選 ぶ 際 に 日照 を重 視 す る者 は・ 宅地 の 南 側 の 状 況 を考 え る傾 向 の

あ る。 とが わ か って い る.そ ・で,道 路 が 宅 地 の どの 方 向 に あ るか と宅 地選 択理 由 との 関係 を調 べ て

み た 。表4-9の よ うに,南 東 ・南 西 の角 地 で は 「日あ た りが よ い 」 を 第1に あ げ る者 が 多 い 。 しか

し,全 体 と し

表4-9接 道条 件 と宅 地 選 択 理 由(%)て み る と
.南

側 が 道路 で な

くと も 日あた

りを あ げる者

もか な りい る。

そ の原 因 を調

べ た と ころ,

1例 は南 側 に

小 川 が流 れ て

い る もので あ

り,他 の6例

はい ず れ も宅地 規 模 が100坪 以 上(う ち4例 は140坪 以 上)と 敷 地 が 広 い こ とが わ か っ た 。

以 上 の 分 析 か ら,宅 地 の選 択で は,環 境 条件,な かで も 日照 が 重 視 され て お り.日 照 重 視 の方 法 に

は,宅 地 の 南 側 に道 路 な どの 公的 空 間 が あ る もの を 求 め る もの と,広 い宅 地 を 求 め る もの とが あ る こ

とが わ か る。

世帯数
日あ

た り
値段 住宅地

生活

の便

土地の

広さ

道路に

直面

土地の

形

通勤

の便
その他

東 側 3 `=,.〔 二} 5さ.3 53.さ 芯3.3 【=}訴二) ⊂》ロ1:⊃
`)口{=} {〕.〔=, 〔二㌧`二}

南 側 9 22.2 11.1 22.2 44.4 22.2 (⊃.o `).`二 ⊃ 11.1 11.1

西 側 1 ().〔:} 1〔:,06⊂} こ).o 〔=,印`) ()。`:, (二㌧ ⊂, (㌧ 〔) ◎.1=, こ=[.{=[

北 側 8 50.0 12.5 37.5 25.(, ⊂,.o ◎.(, c》.o o.◎ 25.o

南東角 1 1◎ ◎.(, 〔)画o {).(, ◎.`=[ ⊂,.(⊃ o.◎ 〔).◎ ⊂⊃.〔) く二}.(》

南西角 5 6Q.〔) 4`).`:, 2{二).0 ξ二}.⊂} 占◎.1⊃ 8`).1⊃ 4`=}.O 2`)。{⊃ ⊂〕.O

北西角 5 4(⊃ 、o 40.{) 4`:,.(=, {=[.〔=} 4(㌧ ⊂} ◎ 圏0 2⊂ 〕.`) 2{二).`) `).1=,

北東角 6 16.7 50.c, 16.7 16.7 16.7 16.7 O.0 `⊃.o `⊃.◎

袋 路 2 ◎.〔=レ 5⊂ ⊃,【=, 5{).`二, o.(二} (二).〔=} `⊃.(, ().◎ `=,闘 ◎ 5{=⊃.0

(4)分 譲 住 宅購 入 者 の選 択 行 動

次 は分 譲 住 宅 を購 入 した世 帯 を検 討 しよ う。 まず 宅 地 の 広 さを み る と,表4-6の よ うに注 文 住 宅

よ り もか な り狭 く,3/4が100坪 未 満 で あ った 。

さて,注 文 住 宅 で は 当初 は土 地 の み を 選 択 し,そ の上 に 自分 の 考 えで 住 宅 を 建 て て い けば よ いの に

対 し,臓 住宅では土地と家とがセ。トされているので澗 都 考えあわせて選ぶ必要力・ある鬼 そ

こで,土 地 と家 の ど ち らを重 視 したか を た ず ね た と ころ,土 地 の方 を重 視 した者 が1/3,家 の方 を

重 視 した 者 が2割 弱,残 りは 両者 を同 程 度 に 考 え た か,「 ど ち ら と もい え な い 」 と答 え,土 地 を 重視

した 者 の 方 が少 し多 くな っ

て い た 。 前住 居 別 にみ た と
表4-10土 地 と家 の 重 視 度

こ ろ,表4-10の よ うに,

(%)持 家 の 者 は 家 を 重 視 し,借

家 の 者 は土 地 を 重 視 す る傾

向が あ った。 持 家 の 場 合 は

よ り良 い住 宅 を求 め るの に

対 し,借 家 の 場合 は一 戸 建

住 宅 に 住 み た い とい う願 望

世
帯
数

土地補 謹 はぽ 茎瀧 家を ぎ蔀
重視同じ重視 えない家土地

持 家

借 家 ・親の 家

6

26

1=,.(♪ り.〔)5`=1,⊂}コ 孔 二16.7!)。()

3(,.811,5:玉1=}.31L51:1.{)15.4

合 計 :∫2 25.Cl9.4=㌦ ∠L∠ 卜15.6響.112.5
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が強 く,土 地へ の 関心 が 強 い た め で あ ろ う と思 わ れ る。

表4-11分 譲 住 宅 の 選 択 理 由
(%)

世帯敬 値段
生活

の便

土地の 日あ

広さ た り
部屋数

通学

の便

通勤

の便
その他

…
由

土 地 を 重 視

どちらかというと土地

ほ ほ 同 じ

どちらかというと家

家 を 重 視

どちらともいえない

8

写

11

巳

1

4

12.5

;コ.3

18.2

2(,.(⊃

(,.`=}

5◎.0

(二㌧c,

c⊃.⊂}

45.5

`).o

〔).`=}

50.0

5(レ.([12.5

6合.7◎.⊂)

9.19.1

(⊃.06(レ.0

`=}.(,1{=}0.⑪

◎ 。(,0.0

12.5

0.0

〔).`)

20.O

o.⊂,

(,。くレ

12.5

0.0

9.1

(⊃.`,

`⊃.0

`).〔⊃

o.o

⊂}.0

9.1

1=⊃.0

◎.`:,

0.O

o.o

`).◎

o.(D

◎.(,

(レ.⊂}

o.⊂ 〕

合 計 52 21.9 21.9 21,918.8 6.苫 6.5 3.1 1=[.〔)

全

理

由

土 地 を 重 視

どちらかというと土地

ほ ほ 同 じ

どちらかとい うと家

家 を 重 視

どちらともいえない

8

苫

11

5

1

4

25.C⊃

1⊂}o.〔:,

18.2

20.(,

0.(,

5(㌧1:}

25.0

〔=},0

45.5

{=,.0

0.0

50.(}

50,012.5

66.7⊂}.()

9.19.1

2⊂,.(,60.(,

⊂).0100.(,

〔).o⊂,,〔)

25.⊂}

33.;

o.0

6c,.0

0.〔,

(,.◎

25.0

53.き

18.2

2(,.◎

o.o

l),(,

12.5

◎.([

9.1

1=}.◎

0.O

(⊃.⊂,

O.0

1).⊂}

9.1

2⊂).◎

(D.(⊃

0.0

合 計 32 51.3 28.1 25,◎18.8 18.8 1B.8 6.3 6.さ

表4-11は,分 譲住 宅 を選 択 した理 由 を,土 地 ・住 宅 の重 視 度 別 に示 した もの で あ る 。全 体 と して

最 も多 くあ げ られ て い るの は 「値 段 が 適 当 」 で あ り,「 日あ た りが よ い 」 は宅 地 選 択 時 に比 較 して少

な くな って い る。 土 地 ・宅 地 の ど ち らに重 点 を 置 い た か との 関係 で は,「 土 地 の 広 さが適 当」 は 土地

重視 者 に 多 く,「 日あ た りが よ い1は 家 の 重 視 者 に 多 くな ってい る。 これ は,分 譲 住 宅 の選 択 で は,

日あ た りは土 地 よ り も家 の 条件 と して考 え られ て い る こ とを 示 して い る。

そ こで,「 日あた りが よ い 」 を理 由 に あ げた 者 に つ い て,道 路 条 件 や 宅 地規 模 を 調 べ て み た。 そ の

結果,ど の方 位 に道 路 が あ るか に は 関係 せ ず,宅 地 面 積 が広 い もの の 方 に 多 い傾 向 もな く,む しろ 狭

い方 が 多 か った。 この よ うに 宅地 購 入 者 と異 な る傾 向 が 見 られ た原 因 と して考 え られ る こと は,分 譲

住 宅 は数戸 以 上 で ま と ま って 建 て られ て い る た め,「 南 側 に何 が建 つ か わ か らな い」 とい う状 況 は な

い ことに あ る と思 わ れ る。

しか し,本 章 の 冒頭 で 触 れ た 世 田 谷 区砧 町 の 日照 妨 害 事件 で わ か る よ う に,南 側 の住 宅 が2階 を 増

築 す る可 能性 が あ る こ とを 考 え る と,「 日あ た りが よ い 」 と考 え て選 ん だ住 宅 の 日照が いつ まで も望

め るとは 限 らな い 。 ち なみ に,現 在,日 当 た りの悪 さ に困 って い る とい う世 帯 は2世 帯 あ り・ い ずれ

も分譲 住 宅 で,敷 地 面 積 は100坪 と40坪 で あ り,通 勤 の 便 や 値 段 の適 当 さを 考えて住 宅 を 選 ん だ も

の で あ った 。

な お,住 宅 選択 理 由 と して 第1に 「通 風 が よ い 」 を あ げた 者 は お らず,2位 以 下 に あ げ た者 も2名

にす ぎな か った 。前 章 で 分 析 した 住 宅 需 要 実態 調 査 で は 日照 と通 風 が 分 離 され ず に同 一 項 目で扱 わ れ

てい たた め,日 照 のみ の重 要 度 が わ か らな か った 。 この調 査 か ら考 え,「 日照 ・通 風 」 と同格 に並 べ

られ てい た が,通 風 よ り 日照 の 方 が 重 視 され て い る と思 。て よ いだ ろ う7～
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4-2分 譲 宅 地 の 申 込 倍 率 の 分 析

前 節 での 分 析 に よ り,宅 地 や 住 宅 を選 択 す る際 に は 日照 が 重 視 され て い る こ と・ その 日照 重 視 の手

法 と して は,宅 地 の 南側 の土 地 の 状 況 を考 え る もの と,宅 地 規 模 を 考 え る もの ・ そ して住 宅 の 間 取 り

に 関 す る もの,の3つ が あ る こ とが わ か った。

しか し,間 取 りに 関す る工 夫 で 日照 を得 る た め に は.そ の 宅 地 に 日照 が あ る こ とが 前 提 とな る。 ま

た,南 側 に2階 建 が建 っ て も良 好 な 日照 を 得 る には か な り広 い 宅 地 が 必 要 で あ り,こ れ が 可 能 な の は

都 市 で は少 数 の 人 に限 られ る。 この よ うに考 え る と,宅 地 の 南 側 の 状 況 が 非 常 に 重 要 で あ る こ とがわ

か る 。

宅 地 を 選 択 す る際 に種 々の 条件 が ど の程 度 重 視 され て い るか を 分 析 す る方 法 に,分 譲 宅 地(分 譲 住

宅 を 含 む)の 申込 倍 率 を 調 べ る方 法が あ る 。近 年 の 分 譲 宅 地 へ の 申 込 状 況 を み る と,宅 地 毎 に その 人

気 に差 が あ り,倍 率 に大 きな 格差 が生 じるの が 通 例 とな って い る 。 宅 地 毎 に 条件 が 異 な るの で,そ れ

が 倍 率 の 差 とな って表 わ れ た もの で あ ろ う。最 近 は 宅 地 条件 に応 じて 宅 地 の単 価 に差 を つ け る こ と も

行 われ て い るが,そ れ で も倍 率 の差 が 解 消 す るに は 至 って い な い 。 これ は,分 譲 宅 地 の 申込 者 が 宅 地

条 件 を 重 要視 してい る こ とを示 す も ので あ る。 従 って,宅 地 条件 が どの よ うに 申 込 倍 率 に 反映 して い

る のか,な か で も 日照 に 関連 す る こ とが どの 程 度 考 慮 され て い るの か を 知 る こ とは,人 々の 日照 に 対

す る欲 求 を 知 り,今 後 の 居住 地 の あ り方 を 考 え る うえ で非 常 に 参考 に な る と思 わ れ る。

と こ ろで,申 込 倍 率 に つ い て は,既 に早 川 和 男 に よ る研 究 が あ る8≧ しか し,分 析 され た 昭和36～

43年 の 宅 地 は一 区画 が300～400蹴2と 今 日 よ り 広 く,南 側 の2階 建 の 問題 を今 日ほ ど重 視 す る必 要

は なか った もの と考 え られ る。 ま た,現 在 で は 数 量 化 の方 法 が 発達 した の で,申 込 者 が 各種 の宅 地 条

件 を どの よ うに考 え た の か を定 量 的 に明 らか に す る こ と も可能 とな って い る 。 そ こで,こ こで は4団

地 につ い て数 量化 第1類 を用 い て 申込 倍 率 を 分 析 し,申 込 者 の欲 求 を 定 量 的 に把 握 す る ことを 試 み た。

更 に,う ち1団 地 に つ い て は,入 居 予 定 者 に 対 して 宅 地選 択時 の重 視 項 目に 関す る ア ンケ ー ト調 査 等

も行 い,よ り詳 し く検 討 を行 う。

(1)調 査 対 象 団 地 の概 要

調査 の対 象 と した の は,兵 庫 県 の 芦屋 浜 シー サ イ ドタ ウ ン,北 摂 ニ ュ ー タウ ン,加 西 ハ イ ツ,お よ

び宮 崎 市 の 小 松 団地,の4団 地 で あ る。 表4-12に 募 集 状 況 を示 したが,4団 地 合 計 で12回 の 募 集 が

表4-12募 集 の 概 要

団 地 芦屋浜 北 摂 加西 小 松
一次 二次 三次

宅 一次 二次 住一次 二次 七次 八次 一次 二次 三次

募集年月 55=1056:256=8 56=557:255=1156=3 56=1056311 55:856:556:8

募集画地数 382030 91582225 3031 10015050

申込者総数 13771032770 17581374473354 128106 399348132

平均倍塗 36,251,625.7 19,323,721,514.2 4.33.4 4。02.32。6

最高倍率 16115178 1191466533 118 17138
最低倍率 132311 1083 01 100
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行われている。うち,芦 屋浜はすべて宅地分譲で,北 摂は宅地分譲と分譲住宅,加 西と小松は分譲住

宅のみであった。なお,芦 屋浜と北摂では区画の一部が地元市民へ優先分譲されたが,そ の区画数が

少ないため叶 分な分析結果を得る・とカ・できなかったglそ ・で,以 下で醜 元への優先分謙 除

いて分析 を進 め る。

芦屋 浜 シーサイ ドタ ウ ン

図4-2調 査対象団地の概要
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図4-2は 分 譲 地 を 示 した もの で あ る 。芦 屋 浜 は海 を 埋 立 て て 造 成 した団 地 で ・ 平 坦 で あ り・ 宅 地

の 形 も整 って い る 。 こ こで は接 道 条 件 や宅 地 の 方 位 に 応 じ,宅 地単 価 に最 大7%程 度 の差 が つ け られ

て お り,南 東 の角 地 の 単 価 が最 も高 か った。

北 摂 は 山を 切 開 い た 団 地 で,起 伏 に富 ん で い る。今 回 の 分 析 対 象 と した3地 区 の う ち,Aは 北 下が

り,Bは 南下 が りで,CはBよ り強 い南 下 が りの 傾 斜 が あ り,南 側 の の り面 が3m前 後 の 高 さの もの

もあ った 。 この の り面 は,幹 線 道 路 に 面 した一 部 を除 き,す べ て擁 壁 を 積 ま な い 状 況 で 分 譲 され てい

る 。 ま た,宅 地 に 最 大12%程 度 の価 格差 が つ け られ た が,差 の半 分 は の りの 状 況 に よ る もの で あ り,

残 りは接 道 条 件 や ゴ ミ置場 等 に よ る もの だ,と の こと で あ った 。 な お,分 譲 住 宅 は1宅 地 に つ い て3

つ の住 宅 を 選 択 す る こ とが で き,価 格 は 宅 地 と住 宅 の総 計 のみ が示 され て い た 。

加 西 は僅 か に北 に傾 斜 してい る団 地 で あ る 。 こ こも北 摂 の 分 譲 住 宅 と同 じ く,宅 地 毎 に3っ の 住 宅

を選 択 す る こ とが で き た 。

小 松 は 中央 の幅12mの 幹 線 道 路 よ り北 は ほ ぼ平 坦 だ が,南 側 は北 下 が りの 傾 斜 が あ る。 そ こで,南

側宅 地 の 住 宅 が北 側 の 宅 地 に 及 ぼ す 日影 の影 響 が 大 き くな らない よ うに.道 路 が 東 西 に通 って い る部

分 は図4-3の よ

うに北 側 宅地 を道

路 面 よ り高 く し,L背 割線__』 北

道路の部分で段差

をとっている。た 道路 南側宅地 北側宅地1
道路1

だ北側宅地に車庫

を設けたため,北 図4-3小 松の車庫つき宅地

側宅地と道路との高低差が一定に保たれたので,南 側宅地と北側宅地の間には場所によって若干の高

低差がある。他の団地 と異なり,小 松団地はのり面に石を積んだ状況で分譲 された。また,車 庫付の

宅地で車庫建設費が加算されたのを除き,接 道条件や擁壁による宅地単価の差は設けられていない。

分譲住宅なので宅地毎に建設可能な住宅が示 されていたが,1宅 地あた り少なくともユ5種類の住宅を

選択できたので,北 側に宅地のある場合は2階 建を選択できなかった点を除けば,住 宅が宅地の選択

に及ぼした影響は無視 してよいと思われる。

(2)申 込 倍 率 の 分 析

宅地 へ の 申込 倍 率 を 数 量 化 第1類 で 分 析 す る際 に 重 要 なの は,要 因(ア イ テ ム)と して 何 を と りあ

げ るか と,そ の 要 因 を どの よ う な分 類(カ テ ゴ リー)に 分 け るか,と い う点 で あ る。 要 因,分 類 の決

定 は試 行 錯 誤 を くり返 して行 う方 法 を と った の で,芦 屋 浜 を 例 に,そ の 手 順 を 説 明 しよ う。 芦屋 浜 を

例 に と りあ げ た の は,平 坦 地 の た め 要 因 の 設 定 が単 純 で あ る こ と,宅 地 分 譲 の た め 住 宅 の影 響 が ない

こと・ そ して ほ ぼ 同一 条 件 につ い て3回 の 募 集 デ ー タが あ る
,と い う3つ の 理 由 に よ り,分 析 が 明快

で あ る こ とに よ る 。

芦屋 浜 の分 譲 地 は・ 図4-2の よ うに北 側 の幹 線 道 路(幅18m)に 平行 に宅 地 が5列 に並 ん で お り,

居 住 環境 に と り,ど の 列 に 属 す るか が 重 要 で あ る 。最 も 北側 の列 は 宅 地 の 北側 が 幹 線 道 路 に,南 側 が

幅6mの 道 路 に接 して い る・ 次 の列 は北 側 のみ が道 路 に接 し,第3列 は歩 道 の あ る幅10mの 道 路 が 南

側 に あ る 。4列 目は 北 側 が この歩 道 の あ る道 路 に接 し,最 後 の第5列 は南 側 が 幅6mの 道 路 とな って
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いる ・ また・ 角 地 か ど うか も宅地 選 択 に と って 重要 で・3回 の 募 集 と も倍 率 が 最 も高 い の は 南東 の 角

地 で あ った 。 ま た,宅 地 の 方 位 は,ほ ぼ真 南 を 向 く もの,西 に30。 ほ どふ れ て い る もの(南 西 向 き),

その 中間 の不 整 形 地(中 間)の3つ が あ った 。居 住 環 境 に関 連 す る以上 の3要 因 以 外 に も,宅 地 の 価

格 と規 模 は選 択 に と って 重 要 で あ る と思 わ れ る 。

以上 の5要 因 の う ち,列,角 地,方 位 の3つ は重 要 な環 境 条 件 で あ り,相 互 に独 立 した 要 因で あ る

ので,無 条件 に分 析 に採 用 した 。 しか し,宅 地 の価 格 は宅 地 規 模に 単 価 を乗 じた もの で あ り,そ の 宅

地単価 は列,角 地,方 位 で 決 ま って お り,し か も7%程 度 の 差 しか な い 。 そ こ で,価 格 と規模 の 両 者

を分析 に 採 用 す る こ と に は疑 問 が あ る。 この た め,両 者 とも不 採 用,価 格 のみ を 採 用,規 模 のみ を 採

用,そ して 両者 と も採 用,の4つ の ケ ー スに つ い て 分析 を行 った 。

表4-13は4ケ ー スの 分析表4 -13芦 屋 浜 の 重 相 関 係 数

に つ い て重 相 関 係 数(以 下

「R」 と略 す)を 示 した もの

で,列,角 地,方 位 の3要 因

の み でRが α9前 後 に も達 し

て い る の がわ か る。価 格 や 規

模 を要 因 に加 え る とRは 更 に()
内の数字は分類数 の合計 を示す

大 き くな るが,そ の 増 加 の程

度 は 第1次 と2次 の 分譲 で は

価 格 を 加 え た方 が は るか に大

き く,第3次 で は ほ ぼ 同程 度 の増 加 だ っ た 。 ま た,ス コ アを検 討 した と こ ろ,価 格 で は,3回 の分 譲

に共 通 して,安 い 宅 地 と高 い 宅地 で ス コアが 高 く中 間 で 低 い とい う傾 向が 見 られ たが,規 模 で は共 通

の傾 向は認 め られ な か った10!以 上 の 結 果,列,角 地,方 位,価 格 の4要 因 を分 析 に採 用 す る こ と

と し た 。

要
因 要 因 第一次 第二次 第 三次
数

3 列 ・角 地 ・方 位 0.885(11} 0.966(10} 0.875〔13}

4 列 ・角 地 ・方 位 ・価 格 0.975(16) 0。993(14) 0.912(19)

4 列 ・角 地 ・方 位 ・規 模 0.910(14} 0.974(13) 0.917(18)

5 列 ・角 地 ・方 位 ・価格 ・規模 0.980(19) 0.993(17) 0.942(24)
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図4-4は4要 因 に 関 す る ノ ー マ ラ イ ズ ド・ス コ ア(全 体 の平 均 が0に な るよ う に調 整 した ス コ芳

以 下 「ス コ ア」 と略 す)を 示 した もの で あ る。 まず列 で は,南 に 幅10mの 道 路 の あ る第3列 の ス コァ

が最 も高 く,南 に 幅6mの 道 路 の あ る第1,5列 が これ に続 き、 南 側 が 宅地 の 第2,4列 の ス コアは

低 い。 偏 相 関係 数(以 下 「rlと 略 す 」)の 値 も高 く,や は り宅 地 の 南 側 に 道路 が あ る こ とは 評価 さ

れ てい る。 角地 で は,や は り南 東 の 角地 の ス コア が極 端 に高 く,1・2次 で は北 東,3次 で は北 西 の

角 地 が 続 い て い た 。 なお,南 西 の 角 地 よ りも北 東 の角 地 等 の ス コ アが 高 くな って い る が,南 西 の スコ

アは第1・3,5列 に 属 して お り,角 地 の ス コ ァ と列 の ス コ アを 合 計 して 考 え る と,や は り日照 の良

い 南 西 の角 地 の 方 が 人 気 が 高 い の が わか る。 方 位 で は,3回 の 分 譲 と も,南 向 き,南 西 向 き,中 間 の

不 整 形 地,の 順 だ った 。30。 程 度 の 方 位 の ふ れ で も倍率 に影 響 す る わ け で あ る。

表4-14～16は.残 りの3団 地 に関 す る分 析結 果 を 示 した も の で あ る 。 各 団 地 に応 じた要 因 ・分類

を用 い たの で,芦 屋 浜 と い くつ か の 相 違 点 が あ る。特 に大 き な点 は,宅 地 と道路 の方 位 関係 と角 地 と

を 同 一 要 因 に含 め.北 摂 の第2次 宅 地分 譲 を 除 い て 「列 」 で は な く道 路 の あ る方 位 に よ って分 類 した

こ と と,分 譲住 宅 で は宅 地 価 格 が 明示 され て い な い た め,価 格 の か わ りに宅 地 規 模 を 用 い た(ほ ぼ5

坪毎に分類 した)点 である。また,有 意な関係が見出せなかっ腰 因について1ま削除 したが1り こう

して 削 除 さ れ た要 因 と して は,北 摂 。加 西 の 電 柱 の 有 無,北 摂 ・小 松 の 歩 道 の 有 無,小 松 の車 庫 の有

無 が あ る 。

3団 地 に 関す る分析 か ら,次 のよ うな こ とが わ か る 。 ①芦 屋 浜 と同 じ く,宅 地 と道 路 の方 位 関 係 は

どの 団地 で も重 視 され て お り.南 側 が道 路 の 宅地 の ス コア は,南 側 が 宅 地 の もの に比 べ て高 くな って

い る 。起 伏 が あ り.宅 地 の 高 さ に差 が あ る場 合 は,北 摂 の 宅 地 の第1次 で の 北 側 道 路 タ イ プで の 南側

が高 い もの と低 い もの の差 や,加 西8次 と小 松2次 にみ る よ う に.南 側 の宅 地 の低 い方 が ス コ アが高

くな る傾 向 が あ る 。 これ らは,人 々 が 日照 の 良 さを 重 視 して い る こ との あ らわ れ で あ ろ う。 な お,加

西8次 で は北 側 道 路 の 方 が 南側 道 路 の も の よ りス コ アが 高 い が,南 側 道 路 の 宅 地 は南 側 高 さの要 因が

ス コア の高 い 「同 じ」 に含 まれ,こ れ も あ わせ て 考 え る とや は り南 側 道 路 の 方 が 人 気 が 高 い のが わ

か る 。 ま た.北 摂 の宅 地1次 の 北 東 の 角 地 で は 南 側 宅 地 が 高 い方 が ス コ ァが 高 い が ,こ れ は デ ー タ数

が少ないため滅 差が影響 したものと思われる12!② 角地はど・でもス。アが高いが,。 れは勲 で

の開 放 性 や 日照 の良 さが 評 価 され た もの と思 わ れ.特 に南 東 の角 地 の人 気 が高 く,北 側 の角 地 は 若干

劣 って い た 。小 松3次 で は 南 側 と北側 の角 地 の ス コアの 差 が 少 な い が,こ れ は 北側 の角 地 に のみ プ レ

ハ ブ住 宅 の建 築 を 認 め た の で,プ レハ ブ会 社 が 宣 伝 に力 を い れ,応 募 者 が 多 くな っ た た めで あ る。

③ 宅 地 の価 格 ・規 模 で は,芦 屋 浜 と同 じ く,安 い もの(狭 い もの)と 高 い もの(広 い も の)の ス コア

が高 く,そ の 中 間 が低 い傾 向が あ った 。 この原 因 は,分 譲価 格 に よ うや く手 が 届 く人 は 安 い もの に申

込 み,ま た本 来 は よ り広 い住 宅 に入居 した か った 人 は 高 い もの に 申込 む た め
,中 間 の もの へ の 申込 み

が棚 的砂 なくなる・とにあると思われ る131加 西8次 と小松3次 では広いほど。,ア が高いが
,

両者とも最小の宅地規模が他の分譲に比べて広 くなっており,手 頃な住宅を求める人々から敬遠され

たものと思われる・④北摂では・のりの状況が全宅地についてほぼ同 じだ
った分譲住宅の第1次 を除

き・のり高が倍率に影響 していた・分析の当初にはこれを要因には含めていなか
ったが,重 相関係数

が低 く・
.子 コアにも納得できない点力・あ・燥 め峨 差を検討 した結果,・ の要因を貼 したもので

ある。のり高とは,宅 地購入者が擁壁を積むと思われるあら面の高さを宅地毎に合計 したもので
,擁

壁構築費はかなりの負担になると思われる。⑤北摂の第2次 宅地分譲では,申 込前の現地見学時に盛
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土 ・切土 の状 況 を 示 す 図 が

見学 者 に対 して掲 示 され た

が,倍 率 に も その影 響 が見

られ る。 ⑥電 柱 の 有 無 は 北

摂 と加 西 で は倍 率 に 影響 し

ていな か ったが,小 松 で は

影響 が見 られ た 。小 松 はT

V難 視電 柱 もあ るた め に電

柱 の本数 が 多 く,し か も宅

地 内に建 つ もの が 多 く,な

か には背 割 線 側 に あ る もの

もあ り,こ れ らがパ ン フ レ

ッ トに 目立 つ よ うに示 され

てい た ため で あ ろ う。 ⑦幹

線 道路 は,北 摂 の第1次 宅

地 分譲 地 の 通過 道 路 沿 い

(図4-2のBの 区域)で

は マイ ナ スの影 響 が 見 られ

たが,北 摂 の第2次 宅 地 分

譲 や小 松2次 の よ うな住 区

内幹線 道路 は む しろ プ ラ ス

の影 響 を示 して いた 。 また,

先 に述 べ た よ うに,歩 道 の

有無 は倍率 へ の 影 響 が 認 め

られ なか った。 ⑧ 以 上 の他,

ゴ ミ置場 が宅 地 に 隣 接 して

いた り,処 理 場 が 近 くに あ

った り,宅 地 の 形 が 不整 形

であ るこ と はマ イナ スの,

そ して公 園 が 近 くに あ る こ

とは プ ラスの 影響 を 示 して

い た141

なお,分 譲住宅,特 に1

宅地あたり3種 類の住宅 し

か選べない北摂と加西の分

譲住宅では,住 宅が宅地の

選択に影響するため,よ い

分析結果が得 られないので

表4-14 北摂(宅 地分譲)の 分析結果

一 次 二 次

要
因 分 類

デー スコア
タ数

要
因 分 類

デー ス
コアタ数

道

路

南 側

北 側(南 側低 い)

北 側(南 側 高い)

92・4詳

9-5.75

3-11.15

列

蓬

南側 非角地

と 東側角

北側 西側角

17-8.16

413.7玉

∠}5.77

の
東 側(南 側高い) 12-5.84 路 非画地 137.95

方
西 側(南 側高い) 11一 ヲ.96 の 南側 東側角 2109.28

位
南 東 角 643.05 方 西側角 1-5.57

・
南 西 角 323.24 位

'非角地
9-8.50

角
北東角(南 側低 い) 2-7.97

二北側 ・東側角 24.95

地

・

南

北東角(南 側 高い)

北西角(南 側高 い)

南側 と東側 と西側

1-4.12

2-13.27

726.89

角

地

、西側角

東側 か西側

北側 、不整形

2-7.99

5-41.2C,

1-49.45

側 南 側 と 北 側 11)-8.90

高 東 側 と 西 側 9-2.16

さ 入込んだ角地 21.46

その他 の角地 3-14.27

その他 の非角地 2-5ワ.10

(r) ((レ.813) (r} (0.796}

宅 整 形 地 750.73
地
の 非 整 形 地 1占 一3.40

形 (r) (0.141}
/

～1200万 円 1820.57

1200万 円 ～ 28-4.◎4 1200万 円 ～ 8;7.98

1300万 円 ～ 21-7.50 1300万 円 ～ 1012.27
宅

1400万 円 ～ 80.20 宅 1400万 円 ～ 7-21.71
地

1500万 円 ～ ;-2.51 地 1500万 円 ～ 10-10.19
価

格
1600万 円 ～

1700万 円 ～

4-1(レ.44

2-10.07

価

格

1600万 円 ～

1700万 円 ～

11-9.2Q

6-17.77

1800万 円 ～ 32.73 1800万 円 ～ ◎

1900万 円 ～ 4-9.25 1900万 円 ～ 65.85

〔r) (o.693) (r} (O.700)

/m未 満 921.71

の /m～ 29-2.51
の

/m～ 921.09

り 2m～ 321.38
り

2m～ 24-4.93

高 3m～ 18-8.61
高

3m～ 23-1.00

4m～ 3-■.87 4m～ 2-24.冨7

(r) (0.6Q1} (r) (O,476)

幹線道路沿い 6-12.98 盛土部分 22-4.07

公 園 1-6.98
造

半 々 160.64

そ ゴ ミ置場 6-1苫.56
成

切土都分 204.96

の
ゴ ミ置場 、公園 2-25.80 (r) (O.223)

他 TV難 視 2-12.34
そ

幹線道路沿い 146.81

TV難 視 、ゴ ミ 、公 園 1-55.84
の

ゴミ置場 9-22.98

な し 754.09
他

な し 553.19

(r} (0.622) (r) (O.467)

重相関係数 0,8BO 重相関係数 0,857

注)()内 は偏相 関係数(表4-15、16も 同 じ)
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表4-15北 摂と加西(分 譲住宅)の 分析結果

要

因 分 類

北 摂 ・分譲 住宅 加 西 ・分譲 住 宅

一 次 二 次 七 次 八 次

デー スコア

タ数

デ ー スコア

タ数

デー ス コア
タ数

デ ー スコア

タ数

道

路

の

方

位

・

角

地

南 側

北 側

東 側

西 側

南 東 角

南 西 角

北 東 角

北 西 角

(r)

1=,

0

9-9.47

8〔 ⊃.71

219.57

141.57

1一 耳。71=,

14.57

(◎.885)

1=,

Q

9-〔 ⊃.47

8-◎.苫9

39.67

2-6.3」

2-4.68

10.:三2

(`=レ。627)

5一 ユ:レ.19

5-L59

4-1.77

0

4き.83

4-◎.38

4(,.4{二}

4(,.12

(〔=}.645)

1〔=,一 ◎.82

111.23

`=,

o

苫 ◎.44

2-0.14

3-2.25

20.16

(◎.5ユ{:,)

南
側
高
さ

同じか道路
一

〇,5m局

一
1.Om局

(r}

191.83

8-3.17

4-2.コ;7

(`⊃.747}

宅

地

規

模

60坪 ～

65坪 ～

70坪 ～

75坪 ～

80坪 ～

85坪 ～

90坪 ～

(r)

81.o蔦

15-(,.71

11.〔=,暮

(,

Q

(,

o

く`=レ.1さ コ)

79.18

11-3.17

2(=}.06

2-14.52

:三 一`二}.14

`)

〔=)

((,。7:3(,)

⊂〕

41.21

2-o.42

13-1.17

4二 ～.81

4-L84

:32.47

((,.68{⊃)

()

〔,

9-0.78

1`=レ ー⊂,.き4

8-`).54

43.6ア

0

(`)。7芯2)

の

り

高

2m未 満

2m以 上

(r)

99.1)(ヲ

16-4.28

((P.726)

そ

の

他

公 園

池

ゴミ置場

不整 形地

な し

(r)

◎

0

2-9,1=レ9

()

2ξ⊃0。91

(⊂⊃.427)

`)

〔⊃

22.97

()

:25-1⊃ 。26

(o.145)

コ;6.11

1)

{=}

1-6.48

26-`).46

((:}.749)

(1

40.55

0

⊂,

27-(,.08

((⊃.175》

重相関係数 `},899 `=,.838 0,891 `〕.8Q4

は ない か と考 え たが,予 想 よ りも 強 い相 関 を 見 出す こ とが で きた 。 これ は,申 込 者 が 宅 地 の 条件 を 重

視 して い る こ とを示 す もの と思 わ れ る 。た だ,北 摂 の 第1次 の 住 宅 分 譲 で 南 東 の 角 地 よ り南 西 の 角地

の方 が ス コ アが 高 い 点 な ど は,住 宅 が 影 響 した もの で あ ろ う。

以 上 の 分析 結 果 を 全体 と して み る と,重 相 関 係 数Rの 高 い もの もあ る し,あ ま り高 くない もの もあ

る。 これ を検 討 した と こ ろ,申 込 の平 均 倍 率 が 高 い ほ どRが 大 き い傾 向が あ る こ とが 見 出せ た 。 図4

-5に そ の 状 況 を示 した が
,各 団地 毎 にみ る と 関係 が 明 確 で あ る 。 なぜ こ の よ うな傾 向が 生 じるか に

つ い て は 次項 で の検 討 の な か で考 え た い。
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表4-16 小松(分 譲住宅)

の分析結果

要
一 ～欠 二 次 三 次

因
分 類 デー ス コア

タ数
デ ー スコア

タ数

デー スコ ア

タ数

南 側 コ;7〔=).87 41-`=,.15 (,

北 側 ;6…2.75 40-(,.86 6-⊂,。49

道 東 側 ウ ;(=,.て=,4 1芯 一2.32

路 西 側 `"P ニ ー⊂レ.5、2 1;-2.三9

の
南 東 角 66.91 1等2,Eig 4;.69

方
南 西 角 7;.99 111.1(P 45.`)芒

位

.

北 東 角 60.2◎ 15(}.(}8 52.57

北 西 角 =7--1.42 15-`).62 53.51
角

地
南と東と北 16.25 13.14 (,

南側 と北側 (:) 41.苫9 1)

東側か西側 o 6-(,.59 〔)

(r) ('=).921) (〔).586) (`).825)

同 じか道路 116(〕.11

南

側 少し高い 8-1.12
一一

筒
さ

0β ～q5皿 低 14-().4〔,

q6m以 上低 12(,.19

(r) (`⊃.212)

75坪 ～ 4-(:,.66 64.(,1 0

80坪 ～ 35-◎.84 52-(,.⊂ レ5 `二,

宅 85坪 ～ 7再 一◎.5◎ 57-0.33 4-2.ゐ6

地 90坪 ～ 7`=}.19 25-(=レ.三6 16-1.75

規 95坪 ～ 2-〔=,.47 1!=,1.22 181.()1・

模 /00坪 ～ 6E3。25 1(,一(,.〔)7 12⊂,.7◎

/20坪 ～ 34.ア5 5-O.25 {二⊃

/30坪 ～ ◎ 5-1.02 ⊂b

(r} (◎ 。81◎) (⊂)。47P (`).672)

な し あ70.62 871⊃.39 27Q.54
齪 ・

崖 宅 地 の 前 18-1。`)(, ◎ 12-◎.46

宅 地 内 15う 一1.59 63-(⊃.5苫 11-(レ.55

(r} ((,.617) (〔=).さ(,6) (〔).522)

接 幹線道路 31`).38

続
道

区画道路 69-〔 二}.17

路 (r) ((⊃。246)

店 舗(近 接) 〔=, ◎ 2-2.71

店 舗(隣 接) 2-L11 ⊂⊃ c)

公 園(近 接) 81.82 81.7さ 2Q.5乙

公 園(隣 接) 21.48 ⊂, o

そ 川 沿 い (】 」20.28 ◎

の
保育所(近接) o 2-(,.76 2◎.2〔 ⊃

他
保育所の北 `) (⊃ ニ ー3.58

処理場(近接) Q 5一 π.84 {二)

不 整 形 地 2-7.9() 5.().再5 (,

不整 形 、公 園 二!-5.49 (〕 〔=,

な し 840.14 1工8(,.(,2 4二]`).27

(r) (Q.721> (o.427) (().592)

重相関係数 Q,94忍 ().7;5 ξ).84◎
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125102050

平均申込倍率

が得 られ た の は う ち92世 帯 で あ った 。(回 収

図4-5申 込 倍 率 と重 相 関係 数 率70%)

ア ンケ ー トは,こ ち らで設 定 した12項 目 につ い て,重 視 度 を4段 階 で答 え て も らう もの で,「 非 常

に 重視 した」 を4点,「 重視 した」 を3点,「 あ ま り重 視 しな か った 」 を2点,「 全 く考 え な か った」

を1点 と して平 均 し,点 の 高 い順 序 に並 べ たの が 表4-17で あ る。 全 体 と して 最 も重 視 され て い たの

は価 格 で あ り,宅 地 規模,申 込倍 率16),希 望 住 宅,道 路 との 関 係(道 路 が どの 方 位 に あ るか)の 順

表4-17宅 地選定時の重視度

第一希望か
全 体

は い いいえ

世 帯 数 92 52;3

価 絡 3.6 3,413.8

宅地の大きさ 13.2 5.25.1

申し込み倍率 5.2 3.03.5

希望住宅が建つか 5.2 3.0き.4

道路のある方向 3.1 さ.13.1

処理場との関係 2.9 2。73.1

角地かどうか 2.8 2.82.8

団地の中央か 2.5 2.42.白

幹線道路沿いか 2.4 2.42.5

公園までの距離 2.3 2.22.4

店舗までの距離 2.3 2.22.5

車庫付かどうか 2.0 2.(12.1

注)「 全体」 は第一希 望 かど うか が不明

の7世 帯 を含 む.

(3}申 込者 の 重視 要 因 と選 択 行 動

前 項 の 分析 に よ り,分 譲 宅 地(分 譲 住 宅 を含

む)へ の 申込 倍率 が 何 に よ っ て左 右 され て い る

の か が ほ ぼ 明 らか と な った 。 と こ ろで,申 込 者

は これ らの 宅 地 の 条 件 を どの よ う に考 量 して 申

込 宅 地 を 決 定 して い るの だ ろ うか 。 この 点 に ア

プ ロー チ す るた め,小 松 団 地 の 第2次 募 集 の入

居 決 定 者 に 対 し,宅 地 選 定 要 因 に 関 す るア ンヶ

一 トを 行 った 。 ア ンケ ー トは 昭 和56年6月 の入

居 説 明 会 で 配 布 し,後 日回 収 した 。 配 布 時 には

132宅 地の入居者が決定 していたが 砲 回答

低 い 項 目 との 関 連 が 強 く,こ れ は 「ど の程 度 慎 重 に考 え たか,

を 示 す もの と思 わ れ,要 因 の相 互 関係 に は 関連 しな い こ とが わか った 。 そ こで,重 視 度 の高 か った7

要 因 に 限 って主 成 分 分 析 を行 い,表4-18の よ うな結 果 を 得 た。

に 続 い て い た 。

重 要 だ と思 わ れ た の は,選 ん だ 宅 地 が 第1希 望 の もの

で あ った 場 合 と そ うで な い 場 合 とで,重 視 項 目に差 の あ

る点 で あ る。 第1希 望 で は,価 格 の 次 に宅 地 の 大 き さや

道 路 との 関 係 が 重 視 され て い た が,第1希 望 で は ない ケ

ー スで は ,申 込 倍 率 や 希 望 住 宅 の 方 が 重 視 され て い た。

そ こで,第1希 望 と 申込 宅 地 との 関 係 を 分 析 した と こ ろ,

図4-6の よ う に,第1で は65%の 者 が 宅 地 の 南側 に道

路 の あ る区 画 を 選 ん で い るの に,第1希 望 で な い世 帯 で

は36%と 少 ない こ と,南 東 の 角 地 と120坪 以 上 の宅 地

は全 員 が,南 西 の角 地 も1人 を除 いてす べ て が 第1希 望 で

あ る こ と,逆 に 処 理 場 近 くの 東 西 が 道 路 に面 して い る宅

地 へ の 申込 者 に は第1希 望 は い な い こ と,等 が 明 らか と

な った 。

次 に,こ れ らの 宅 地 選 択 要 因 と第1希 望 か ど うか の相

互 関 連 を み る た め,主 成 分 分 析 を 行 っ た 。 は じめ は12要

因 す べ てを 含 め て行 っ た と こ ろ,第1主 成 分 は重 視度 の

ま た は,い くつ の項 目を 重 視 した か 」
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図4-6第 一 希 望 と 申込 宅 地

表4-18宅 地選定の主成分分析

第一主成分 第二主成分 第三主成分

固 有 値 2,410 1,553 0,980

累積寄与率%) 27.25 46.41 58.66

第一希望かど うか 一〔}.383 O,619 0,352

因
価 格 O,754 一(, .C,0苫 一〇 .115

子
宅地の大きさ 0,419 O,406 O.684

負
申し込み倍率 0,433 一(し536 0,506

荷 希望住完が建つか 0,558 一〇.377 0,025

量 道路のあ る方向 0,388 0,524 一〇.212

処理場との関係 0,610 0,060 一〇.206

角地かどうか ([.518 0,527 一〇.174

第一主成分は価格との関連が深く,

これは第1希 望かどうかとは負の関

係にある。また,処 理場,希 望住宅,

角地等との正の相関も強い。従って,

第1主 成分は価格を中心とする要因

をどの程度考慮 したかを示すものと

考え られる。第2主 成分は,第1希

望かどうかに関係があり,こ れは道

路との関係や角地とは正の相関にあ

り,申 込倍率とは負の相関にある。

第2主 成分は宅地環境への希望をど

の程度重視 したかを示すもので,希

望を重視すると倍率の高さは無視 し

て道 路 や 角 地 の 条 件 を 優 先 さす こ とと な る.第3主 成 分 は 主 に 宅地 規 模 に関 係 す るが 、 固 有 値 が1

に 満 たず,あ ま り重 要 な 成 分 で は な い 。

図4-7は,第1主 成分 をX軸 に,第2主 成 分 をY軸 に と り,申 込 者 の 分 布 を 示 した もの で あ る 。

第1希 望 の 者 は 第2主 成 分 が プ ラス で あ り,第1主 成 分 は プ ラ スの者 と マ イナ スの者 が い る こ と,

第1希 望 で は な い 者 は 第1主 成 分 は プ ラ スで 第2主 成 分 は マ イ ナ ス の傾 向 が あ る こと,が わ か る。

な お,X,Yと もに プ ラス の と こ ろ は ほ ぼす べ て が 南 側 に 道路 の あ る宅 地 で あ り,Xが マ イナ ス,

Yが プ ラス の宅 地 も半 分 以 上 が 南 に道 路 の あ る宅 地 で あ るの に対 し,Xが プ ラ スでYが マ イ ナ スの

もの は 大半 が 南 側 が 宅 地 で あ っ た。

以上 の よ うに,第1希 望 か ど うか で 重 視 す る要 因 が異 な り.第1希 望 に 申込 ん だ者 は道 路 の 方位

や角 地 な どの 点 で 恵 まれ た 宅 地 を 選 ん で い る の に対 し,第1希 望 で は な い者 は価 格 や 希 望 住 宅 との

関係 や,倍 率 つ ま り当 選 確 率 の 高 さを重 視 して い る わ けで あ る 。 ちな み に,第1希 望 の者 が 申込 ん
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図4-7第1,第2主 成 分 の 分 布

で い た宅 地 の 申込 倍 率 は平 均a2倍,第1希 望 で な い者 の場 合 は平 均1.8倍 と,明 らか な差 が 認y)ら

れ た 。

前項 で み た,平 均 倍率 が高 い ほ ど重 相 関 係数 が 高 くな る傾 向(図4-5)も,以 上 の 申込 者 の行 動

に よ って説 明 で き る。倍 率 の低 い場 合 に は,低 い と ころへ 申込 め ば 当選 確 率 が 高 くな る ため,ど う し

て も入 居 した い者 は 人気 の高 くな い宅 地 へ 申込 む 。 しか し倍 率 が 高 い場 合 に は,ど こへ 申込 ん で も当

選 の確 率 はあ ま り大差 が な い ので,宅 地 の 条件 が よ りス トレー トに倍 率 に反 映 す る の で あ ろ う17!

こ の こ とを 裏付 け る デ ー タ と して,北 摂 の 第2次 宅地 分 譲 に お け る補 充 登 録 者 の 宅 地 選 択 行 動 があ

る。 当選 者 の 辞 退 や 申込 者 が なか った た め に空 き宅 地 とな った宅 地 に対 し,「 抽 選 の結 果 落 選 した場

合 で もどの 宅 地 で も構 わ な いか ら是 非 譲 り受 け た い 」 と希 望 して い た者 に よ る空 き宅 地 の 選 択 が行 わ

れ た 。補 充 登 録 の順 位1～13位 の 順 に 選 択権 が 与 え られ たが,表4一 ヱ9は当初 に 申込 ん だ宅 地 の倍 率

と,補 充 登 録 を 行 った宅 地 の 倍 率 を 示 した もの で あ る。 当初 と同 じ宅 地 に 申込 ん だ の は第1,4位 の

表4-19補 充登録者の希望宅地の申込倍率

No. 1 2 5 4 56 78 9 10 11 1213

当初申込密地

補充登録宅地

55

55

7

等8

12

耳5

11

11

5(,246

*8*苫

2{)55

1=}*11

5

55

55

12

41

*1

181〔 ⊃2

9累 ⊂)

注)*は 、地 元優 先 分 譲 で あ った た め倍 率 が低 い こ とを 示 す.

2名 だけ で,第3位 の者 は当 初 申込 ん だ 宅 地 が 空 き宅地 で あ った に もか か わ らず よ り倍 率 の高 か った

宅地 に 申込 み,第2,7,9位 の 者 も当 初 申込 ん だ 宅地 とほ ぼ 同 じ条件 の 宅地 が あ った の に別 の 宅地

を 選 択 して い る18!・ の よ うに,人 ・の 宅 腿 択 行 動 は灘 で,必 ず し も希 望 どお りの 宅地 に 申込む

とは 限 らな い の で あ る。
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4-3ま と め

都城 市 に お け る予 備 調 査 と ア ンケー ト調 査,お よ び4団 地 にお け る 申込 倍 率等 の分 析 に よ り,次 の

諸点が 明 らか と な っ た。

① 住 宅 ・宅地 の選 択 に あ た って は,環 境 の良 さが 重 視 され てい るが;な か で も 日照 は非 常 に重 要 で,

その傾 向は住 宅 選 択 時 よ りも宅 地 選 択 時 に著 しい 。

② 日照を 重視 す る選 択 方 法 と して は,宅 地 の南 側 の 状 況 に 配 慮 す る もの と,広 い宅 地 を求 め る もの

とが あ り,住 宅 選 定 時 に は 間 取 り も関係 す る 。 そ して,広 い 宅 地 が 望 め な い場 合 に は,南 側 が 道 路等

の公共 空 間 に面 す る宅 地 が求 め られ る傾 向が 強 い。

③ 分 譲 宅地 へ の 申 込 倍 率 は,そ の宅 地 の 住 環 境,特 に 日照 条件 と,価 格(ま た は 宅地 規 模)と に よ

って大 き く影 響 され て お り.宅 地 間 の 条 件 に差 が あれ ば,そ れ に応 じて倍 率 が 変 化 してい る。 この倍

率 の差 は,角 地 や 南 側 に 道路 の あ る宅 地 の 単 価 を 若 干 高 く した程 度 で は解 消 しな いが,こ れ は 日照 等

の環 境 条件 の重 要 さを示 す もの だ と思 わ れ る。

④ 南側 に宅 地 が あ る等 で条 件 に恵 まれ な い宅 地 へ 申込 ん だ者 に は,当 初 か らそ の宅 地 を希 望 した者

は少 な く,申 込 倍率 や価 格 な どを 考 量 して こ ち らに 決 め た とい うケ ー スが 多 い 。

さて,今 後 宅 地規 模 が 大 き く拡 大 す る とは 考 え られ な い の で,平 家 の 減少 や住 宅 規 模 の拡 大 か ら考

え,宅 地 の住 環境 が道 路 や隣 地 等 の 周 辺 環 境 に依 存 す る程 度 は更 に強 くな る もの と思 わ れ る 。 しか し,

南側 に 道路 の あ る宅 地 は限 られ て い る。 従 って,例 え ば分 譲 宅 地 で は 申 込倍 率 の 差 を 宅地 単 価 の 差 で

解 消す るの は更 に 困 難 に な る だ ろ う し,是 非 とも入 居 した い者 が 倍 率 を重 視 して 条件 の良 くない 宅

地へ 申込 む 現 象 もよ り顕 著 に な ろ う1g!

この問 題 を解 決す るに は,ど の 宅 地 で も 良 好 な住 環 境 が 得 られ るよ うに計 画す る こ とが 必 要 で あ り,

日照 を重 視 した一 戸 建 住 宅 地 の 計 画 論 の必 要 性 は 明 らか で あ る。

注1)2-3の 〔11お よび 「毎 日グ ラフ11966年9月18日 号を参照せ よ。

2)暉 峻淑子 「建築基準法の改正」,ジ ュ リス ト,Nα,455(1970年)

3)阿 部成治 「中高層 建物による日.照阻害時間帯 と被害意識」,日 本建築学会大会学術講演梗概集

(1981年)

4)一 万城町の東端には市営住 宅が あ り,こ れが町の人 口密度を上 げていた。

5)親 の所有地や,相 続 で得 た土地 に住宅を建て たものであ る。

6)4-2で 述 べ る団地では宅地毎 に住宅を選べ る 「お好み方 式」が行われていたが,こ こでは宅地 と

住宅の関係 はすべて固定 され,宅 地 と住宅を別 々に選ぶ ことはできなか った。

7)注 文住宅の方 では,宅 地選択理 由の選択肢に 「通風 がよい」はあげなか った。 これ は通風 は家の間

取 りで変化 し,ま た予備調査で も通風を考えて宅地を選ん だという者がいなか ったためで ある。 な

お,ア ンケー トの 「その他」の項 目で通風のよ さをあげることもで きたが,そ うした者 はいなか っ

たら

8)早 川和男 「空間価値論」PP.178～182q973年)

9)数 量化第1類 で は,分 類数の合 計に対 してデー タ数 が多 いことが必要であるが,地 元優先分譲では
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その条件が満たされなか った。

10)第1次 では狭 いもので スコアが高 く,第2次 ではほ とん ど関係がな く,第3次 ではむ しろ広 い方が

高か った。

11)rが α1に 満たないものはすべて削除 した。

12)分 析に含 まれて いない条件 もあ る時の理由か ら残差 が生 じるが'デ ータ数が少 ない場合には これが

ス コアに影響を与え,他 と異な る傾向 とな ることがある。

13)小 松 団地で分析 した ところ,狭 い宅地 へ申込 む者 は,希 望住 宅 も小 規模 な ものが多 く,広 い宅地を

希 望する者 は希望住宅 も広い傾向が認 め られ た。

14)北 摂 の第1次 宅地分譲では,公 園はマイナスの影響を及 ぼ しているが,こ れは公園の南東 に4階 建

の病院が あるのが影響 したと思 われる。

15)申 込者のない宅地や,当 選者 が辞退す る宅地が あった。

16)申 込者は,そ の時点 までの申込倍率を間合わせて知 ることがで きた。

17)例 え ば倍率が2倍 と3倍 の場合,当 遇確率の差 は1/2-1/3=α167で あ る が,20倍 と30

倍 で は,差 は1/20-1/30=0.017と 小さ く。 倍率が低い方 に申込んで も,当 選の可能性は

あま り変わ らない。

18)第7位 の者 は,当 初 は申込者のいなか った宅地に変 更 してお り,な ぜは じめか らこの宅地を希望 し

なか ったのか が疑問 とな る。 この原因 として考 え られ る点 は,当 初は現地を見ないまま申込 めたの

に対 し,空 き宅地の選択 は現地見学の後に行 われた点 であ る。 筆者の見 た ところ,第7位 の者が補

充登録 した宅地 は,決 して条 件の悪 い土 地ではな く,な ぜ 当初に申込者 がいなか ったのかが疑問に

思 えるような土地で あった。

19)申 込者 の抽選で当選に決ま った者 が辞退 する例 もあるが,小 松団地 の第2次 募 集について分析 した

ところ,南 東 と南西の角地での辞退現象 が著 しかった。 これ らの者 は,倍 率 の高 さか ら 「どうせ当

選 しないだろ う」 とい う気持で応募 したもので あろ う。な お,小 松団地 では,辞 退者が 出た場合に

はその宅地への申込者 の補欠を あてて いたためにこの傾 向が 明 らか とな ったが,北 摂 の第2次 宅地

分譲では方 式が異 なるため,明 瞭 な傾 向は見 出せなか った。
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第5章 郊外団地での増築活動と日照への配慮

前章 で の分 析 に よ り,よ い 日照 を 求 め る に は 宅 地 の 南側 の状 況 が 重 要 で あ り,住 宅 ・宅 地を 選 ぶ 人

の多 くはそ の こ とを 考 え て 行 動 して い る こ とが わ か った 。

とこ ろで,見 方 を 変 え れ ば,北 側 に 宅 地 の あ る場 合 に は,自 分 が どの よ うな住 宅 を 建 て るか で北 側

住 宅 の 日照 が左 右 され る こ とが わ か る。 こ こで,住 宅 の形 を ど う決 め るか が 重要 とな るの で あ る・ 日

照 の重 要 さを 意識 す る人 で あれ ば,自 らの 建 築 活 動 によ って は 北側 家 屋 の 日照 を悪 化 させ る こ とも知

ってい るはず で あ り,何 らか の配 慮 が 行 わ れ る可 能 性 が あ る と思 われ る 。

この 配慮 が 行 わ れ る可能 性 の高 い の は,北 側 の 宅 地 に既 に 家 が建 って お り,そ の居 住 者 と顔 見 知 り

で ある場合だ と思 われ る。このよ うな見地 か ら,宮 崎市郊外の 平 和 が 丘 団 地 を主 た る対 象 と して,増 築 活動

と日照 へ の配 慮 を 調 査 した 。 調査 対 象 団地 で は,北 側 に宅 地 が あ る場合 に は分譲 時 は平 家 しか 建 て ら

れて い ない た め,日 照 状 況 は良好 で あ った 。 しか し,近 年 は2階 を 増築 す る ケ ー スも 増加 して お り,

どの よ うに考 え て増 築 が 行 わ れ て い るの か,な か で も 日照 へ の配 慮 は 行 わ れ た の か ・を 明 らか に し

たい 。

5-1増 築 の 状 況

一 口 に 「増 築 」 と言 って も,縁 側 を 出す もの か ら,全 面 的 に2階 を あげ るも の まで,多 くの種 類 が

あ る。 そ こで,こ こで は建 設 後 か な りの 年 月 が 経 過 して い る平 和 が 丘 団 地 を 中心 に増 築 状 況 を 調査 し,

そ の分 類 を行 う。

(1)調 査対象団地の概要

増築状況の調査は平和が丘団地を主たる対象 とし,補 足的に大塚台団地と雁ケ音団地の状況を概観

した。

平和が丘は宮崎市の中心部から北に5㎞,大 塚台は西に4㎞,雁 ケ音は北に4㎞ ほど離れた団地で,

いずれも宮崎市の代表的な郊外団地である。開発主体は,平 和が丘と大塚台は宮崎県住宅供給公社で,

雁ケ音は宮崎県住宅生協である。いずれも中層以上の共同住宅と一戸建住宅か らなり,一 戸建住宅の

区域は第1種 住居専用地域に指定され,規 制は平和が丘と大塚台は建ぺい率40%で 容積率60%,

雁ケ音は建ぺい率60%で 容積率100%と なっていた。なお,高 度地区等の制限は行われていない。

表5-1調 査対象団地の状況

団 地 入居年度 共同住宅 一戸建住宅 分譲住宅の平均敷地面積

平和が丘

大 塚 台

雁 ケ 音

昭 和44～47年

昭和48～53年

昭 和40～48年

568戸

1626戸

43戸

738戸

1404戸
一

303戸

260m2

260m2(48年)～330m2(52年)

220πh2(41年 〉～270皿2(48年)

平 均 宅 地規 模 は 表5-1の と お りだが,い ず れ も住 宅 の 南 に5m前 後 の 庭 が あ った 。大 塚 台 団 地 は

宅 地が 若 干広 い が,こ れ は主 に宅 地 の東 西 幅 の 大 きい こ とに よ って お り,南 北 幅 は あ ま り変 化 してい

ない 。 た だ,雁 ケ 音 団 地 で は一 部 に200㎡ に満 たず.南 北 幅 の 狭 い 区 画 も あ っ た。 な お,雁 ケ音 で
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はすべての一戸建住宅が分譲住宅であり,平 和が丘と大塚台も一部で宅地分譲は行われたが・大半が

分譲住宅であった。

(2)増 築 タ イプ の分 類

表5-1か らわ か る よ うに,平 和 が 丘 と雁 ケ音 団地 で は既 に建 設 後 一 定 の 期 間 を 経 過 して い る。 こ

の た めか な り分 譲住 宅 の増 築 が 行 わ れ て お り,2階 建 の 住 宅 につ いて 言 う と・ 分 譲 時 は平 和 が 丘 で10

戸 前 後1!雁 ケ音 も30戸 前 後 で,し か も北 側 に道 路 の あ る宅 地 に 限 られ て いた の に,近 年2階 を増 築

す る事 例 が 目立 つ 。 そ こで,平 和 が 丘 を対 象 に,宅 地 の 北 側 の 状 況 と増 築 タ イプの 関 係 を 調 査 す る こ

とと した 。

増 築 の タ イプ は,ま ず 平 家 増 築 と2階 増 築 に大 別 され る。 平 家 の 増 築 で 目立 つ の は,住 宅 の南 側 に

1～2m幅 の縁 側 を 出す もの で,当 初 の住 宅 に は縁 側 が つ い て い な か った た め,か な りの住 宅で 見 ら

れ た。 また,子 供 部 屋 等 の 部 屋 を 増築 す る ケ ー ス もあ り,南 庭 に1部 屋 を つ き出 して つ く る ものが多

か っ たが,東 また は西 側 に 増 築 す る も の も あ っ た。

平 家 の 増築 で は,ど こに 建 て て も北 側 住 宅 の 日照 に は 影 響 しな い 。 しか し,2階 の 増 築 で は,建 て

る位 置 に よ って は 日影 を 及 ぼ す 。 そ こで,2階 の 北 側 が 既存 の平 家 の ど こ まで あ るか に よ ってA,B,

Cの3タ イ プ に 分 け た 。Aタ イプ は既 存 建 物 の ほ ぼ 北 端 まで2階 が あ る もの,Bタ イプ は ほ ぼ棟の

位 置 まで の もの,Cタ イプ は既 存 建 物 よ りも南 に 増 築 した もの で あ る。 次 に,2階 の東 西方 向の 状況

か ら,1～4の4タ イ プに分 け た 。1タ イ プは 既存 平 家 と2階 の 東 西長 さが ほ ぼ 同 じ もの,2タ イプ

は東 西長 さが 既 存 平 家 の 半分 以上 の もの(子 供 部屋 を東 西 に2つ 並 べ る と,こ の タイ プ に な る),3タ

イ ブは半 分 以 下 の もの(東 西 方 向

に は1部 屋 だ けの もの が これ に な

る),そ して,既 存 建物 の上 で な

く,東 ま た は西 の 空 地 に建 て る も

の を4タ イ プ と した 。以 上 の状 況

を 図示 したの が 図5-1で,2階

増築 はA～Cと1～4と を 組 み あ

わせ る と よ く理 解 で き る 。

表5-2は,昭 和54年12月 末 に

お け る平 和 が 丘 団地 の分 譲 住 宅 の

増 築 状 況 を 示 した も ので,宅 地 の

北 側 が 道 路 か 宅 地か の別 に 集 計 し

た。 全 体 と して み る と,増 築 して

い な い もの は1/3と 少 な く,多

くの 増 築 が 成 され て い る。 増 築 の

なか で は2階 増 築 よ り も平 家 増築

が 多 く,平 家 増 築 の 半 分 強 は住 宅

の 南 側 に縁 側 を 出す もの で あ った 。

以上 の状 況 は,宅 地 の北 側 の状 態

Aタ イプ

霧灘 撫

(A,B,Cは 左 側 が北)

豊 色
Bタ イプ

罐

Cタ イプ

/タ イプ 2タ イプ

3タ イプ 4タ イプ

図5-12階 増 築 の タ イプ
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表5-2平 和が丘団地の増築状況

北側の

状況

平 家 2階 建
合

計

増築

せず

縁側

増築

部屋

増築
計

Aタ イ プ Bタ イプ Cタ

イプ

その

他

当初

より
計

1234 小 言r 1234 小計

宅 地
149

33.9

91

20.7

82

ヱ8.7

322

75.3

412171

0.92.73.90。2

34

7.7

341133

0.79.53.00.7

60

ヱ3.7

19

4.5

4

0.9

0

0.0

117

26.7
439

道 路
61

52.3

42

22.2

34

ヱ8.0

137

72.5

3740

ヱ.63.72.ヱ0.0

14

7.4

31470

ヱ,67.43.70,0

24

ヱ2.7

3

ヱ.6

2

ヱ.ヱ

9

《.8

52

27.5
189

計
210

53.4

133

21.2

116

18.5

459

73.ヱ

719211

ヱ.ヱ3.03.30.2

48

7.6

655203

ヱ.08.83.20。5

84

ヱ3.4

22

3.5

6

LO

9

ヱ.4

169

26.9
628

注)欄 の 上 は件 数 、下(イ タ リ ック)は パ ー セ ン ト・

によ って も変 化 せ ず,北 側 に 宅 地 の あ る場 合 は2階 増 築 が 少 な い等 の現 象 は 見 出 せ な か っ た。

次 に,2階 増 築 の タ イ プを 検 討 しよ う。宅 地 北 側 の 状 況 で 比 較 す ると,Aタ イプ の比 率 は同 じだが,

Bタ イ プは 北側 が宅 地 の 方 が 少 し多 く,Cタ イプ で は圧 倒 的 に 北側 が宅 地 の もの が 多 い。 増 築 状 況を

東西 幅 で細 か く見 る と,Aタ イ プで は 北 側 が 宅地 の場 合 は1.2タ イ プが 少 な く,そ のぶ ん3タ イ プ

が多 くな って い る。Bタ イ プで も,1タ イ プ は北 側 が道 路 の もの に 多 い 。 な お,Cタ イプ では,2例

を除 い てす べ て が3タ イ プだ った 。 これ はCタ イ プ で東 西 幅 を 広 くとる と既 存 建 物 の 日照 ・採 光 が妨

害 され る ため で,2階 の半 分 を 既 存 建 物 の 上 に載 せ た3タ イプ と4タ イプの 中間 的 な もの もみ られ た 。

北 側 宅地 へ の 日影 の影 響 は,A,B,Cと な る ほ ど減少 し,ま た1タ イ プ よ り2タ イプ,そ れ よ り

も3,4タ イ プの 方 が少 な い と考 え られ る。 北 側 に 宅 地が あ る時,Aタ イ プ は2階 全 体 の1/4ほ ど

で,し か も1,2タ イプ は少 な くな って い た り,Cタ イ プが 多 い点 は,北 側 居 住 者 に 配慮 した もの と

も思 わ れ る 。 しか し,北 側 が 道 路 の 場 合 で も,Cタ イプ は少 な い もの の,Aタ イ プは や は り1/4程

度 と少 な く,両 者 の 差 は 決定 的 な もの と は言 え な い 。

なお,雁 ケ音 団 地 の増 築状 況 も ほ ぼ平 和 が 丘 団 地 と似 て お り,全 体 的 にBタ イ プが 多 い 傾 向が 認 め

られ た 。 大塚 台 団 地 で は 宅地 の東 西幅 が 広 いた め,か な りの住 宅 で 既 存 建 物 の東 か 西 に4～51n程 度

の空 地 が あ った 。 そ の結 果,こ の空 地 に2階 建 を 増 築 す るA-4タ イ プが所 々 に あ る点 が 異 な って い

た 。

5-2増 築 タ イ プ の 選 定 理 由

以 上 の よ うに,増 築 タ イプ の分 類 を み る と,北 側 が 宅 地 か 道 路か で若 干 の 差 は あ る が,果 た して こ

の差 が 建築 主 が 日照 に 配 慮 した こ とに よ る もの か ど うか は 調査 を してみ な けれ ば わ か らな い。 そ こで,

増築 を 行 っ た世 帯 に 対 し,増 築 タ イプ の選 定 理 由の 調 査 を 行 う こ とと した 。

(!)調 査 の概 要

増 築 タイ プを 決 め る まで に は,様 々な事 情 が あ る と思 わ れ る。 そ の 多様 さ に対 応 で き るよ うに,調

査 はす べ て面 接 方 式 で 行 った 。 また,調 査 の 目的 は 日照 の こ とを 配 慮 したか ど うか を 知 る こ とに あ る

が,正 面か ら 「北 側 住 宅 へ の 日照 を 考 え ま した か」 と質 問 す る と,日 照 の ことを 考 え な か った者 で も

「考 え ませ んで した」 と は答 え に く く,誘 導 質 問 と な る恐 れ もあ る。 そ こで,あ くまで も増築 の方 法
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を 調 査 して い る とい う。 とに して 湘 手 力、ら回答 を ひ き 出す よ う努 め た2≧

調 査 の 対 象 は,平 和 が 丘 団 地 で は,北 側 が宅 地 の 区 画 に2階 を 増 築 した世 帯 と・ 北側 が道 路 なの に

2階 をBタ イプ で増 築 した 世 帯 と した 。 しか し,調 査 を 行 っ てみ る と不 在 の世 帯 が 多 く,全 体 の1/3

程 度 しか調 査 で き なか った 。 また,平 家 で部 屋 を増 築 した世 帯 に つい て も,平 家 と した 理 由 を知 るた

め,北 側 に 宅地 が あ る世 帯 を 若干 調査 した 。

平 和 が 丘 団地 の 調 査 を 補 完 す るた め に,大 塚 台 団 地 と雁 ケ 音 団 地 に お い て も調 査 を 行 っ た。 両 団地

と も,北 側 に宅 地 の あ るケ ー スの み を対 象 と し,大 塚 台 で は 平 和 が 丘 に は ほ とん ど なか っ たA-4タ

イ プ と,住 宅 の東 また は 西 の 空地 に平 家 で 増 築 す る ケ ー スを 中 心 に 調 査 を 行 っ た。 な お,大 塚 台を 分

譲 した 頃 は,既 に平 和 が 丘 団 地 で は2階 増 築 に よ る 日照 上 の トラ ブル が 生 じて い た 。 そ こで,宮 崎県

住 宅 供 給公 社 は,「 増 築 を す る時 は周 囲 の 印 鑑 を も ら って か ら行 うよ うに 」 との 指 導 を 行 って お り,

それ が どの よ うに受 け 取 られ て い るか に も興 味 が もた れ た 。

表5-3は,面 表5 -3調 査 の 状 況

接調 査 を 行 っ た戸

数 を増 築 タ イ プ別

に示 した もの で あ

る。雁 ケ音 団 地 の

調 査 数 が7件 と少

ない の は,不 在 世

帯 が 多 か った た め

で あ る。 な お,調

査 は 昭 和54年 の3～12月 に 実 施 したが,調 査 を 拒 否 した 事 例 は な く,み な 快 く応 じて くれ た 。

北側 の

状態
団 地

2階 建
平 家 合 計

Aタ イ プBタ イプCタ イ プ そ の他 小 計

宅 地

平和が丘

大 塚 台

雁 ケ 音

91861

3400

1320

34

7

6

1(,

11

1

44

18

7

道 路 平和が丘 ◎700 7 0 7

計 133281 54 22 76

(2)2階 増 築 と 日照 へ の配 慮

調査 を行 った 結果,日 照 を 中心 に考 え て タ イ プを 決 め た ケ ー ス(日 照 中 心),日 照 も考 え たが 他 の

要 素 も 同時 に考 え て 決 め た ケ ー ス(日 照 考 慮),そ して 日照 の こ とは 考 え ず に 決 め た ケ ー ス(日 照 不

考 慮),の3つ の場 合 の あ る ことが わ か った 。 増 築 タ イ プ別 に これ を 示 した の が 表5-4で あ る。 以

下,タ イ プ別 に み て い く こと と しよ う。

まずAタ イプ 表5-4日 照 へ の 配 慮

は,日 照 中 心 は

い ず,日 照 考 慮

もA-3の2例

にす ぎ なか った 。

2例 と も 「こ こ

だ け2階 に す る

の な ら 日影 は大 した こ とは な い と思 った」 と答 え,大 工 さん か ら,構 造 上 良 い とい われ た点 もあ る と

乱 た3!他 の11件 はす べ て,照 不 縮 だ が,A-、 の 、件 はす べ て 「こ こが あ 、、て い た の で」 と答

え・ う ち1例 は費 用 が 安 くで きる こ と もつ け加 え た 。残 りの7件 中,3件 は 「施 工 の都 合 で,階 段 の

位 置 か ら決 った」 と述 べ,2件 は 「広 い2階 を ほ しか っ た」 と,そ して残 りの2件 で は 「通 し柱 のた

2階 建 ・ 北 側 宅 地 2階 建

北側道

路、B

平 家

北側

宅地

合 計Aタ イプBC

π234タ イプ タイプ その他

日照中心

日照考慮

日照不考慮
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め」 と 「主 人 の 好 み で 」 とい う答 え だ った 。

さて,A-4と した4件 の うち3件 は大 塚 台 だ っ たが,3件 と も周 囲 の 了解 を と った と答 え た 。 う

ち1件 は2階 の屋 根 を 低 く抑 え,北 側 へ の配 慮 を 見 せ て い るが,2件 は普 通 の建 て方 を して い た。 こ

の2件 とも,了 解 を と った と は答 え たが 「北 側 へ の 日影 は大 丈 夫 だ と思 った 」 と い う意 味 の 発 言 は な

く,む しろ 「了解 さえ とれ ば よ い 」 とい う態 度 も感 じ られ た 。 なお,参 考 まで に,北 側居 住 者 の意 見

を 聞い た と こ ろ,「 建 って み る まで 日影 の こ とが不 安 だ った」 とか,「 図面 をみ て も どの程 度 影 に な

るかわからなか ったが,仕 方な く印を押 した」という声 もありつ 周囲の印鑑をもらう方式にも問題

が あ る こ とが感 じ られ た 。

また,「 広 い2階 を ほ しか った 」 た め にA-1タ イ プ と した者 の う ちの1名 は北 側 住 宅 に深 刻 な 日

影 の被 害 を与 え て い たが,そ この 主 婦 は 「まわ りも2階 を あ げ てい るの で,う ち もあ げた 」 と答 え た。

確 か に周 辺 に も2階 建 の 家 は あ るが,A-1タ イプ の 家 は少 な く,し か も この 家 の場 合 は北 側 の宅 地

が一段 低 くな って い た 。 「2階 か ど うか 」 の 意 識 は あ って も,タ イ プの 違 い等 の細 か い点 に は 考 え が

及ん で いな い よ うで あ る 。

Bタ イ プで は6割 が 日照 中心 で,日 照 不 考 慮 は2割 に 満 た ず,日 照 へ の 考 慮 が この タイ プの 多 い 原

因で あ る こ とが わ か る。 日照 中心 の14件 中,3件 は 「本 当 は ま ん 中(つ ま りAタ イ プ の こ と)に あ げ

たか った」 と述 べ,1件 はBタ イ プ と した ため に玄 関 か ら直接2階 に上 が れ な くな った との こ とで あ

った。 また,北 側 の 家 に 相談 に行 っ た とい う例 が3件,あ い さつ に行 った とい う例 も2件 あ った 。 相

談 に行 った う ちの1件 は,「 図面 を持 っ て話 しに行 き,結 局,建 ぺ い率 で 許 され る限度 い っぱ い まで

2階 を 南 に寄 せ た 」 とい う こ とで あ り,1件 は 区画 が 千 鳥 状5)に な っ てい る と ころ で 「北 側 の 人 が,

平家 で増 築 され て庭 の 前 を家 でふ さが れ る よ り,2階 の 方 が よ い と言 った ・ 」 とい う もの だ っ た。

なお,相 談 した とい う3件 は い ずれ も平 和 が 丘 団 地 で あ る。 特 に こ ち らか ら意 識 して尋 ね なか った

とこ ろ,大 塚 台 で の 印 鑑 の 話 しは 出 て来 なか っ た6≧

Bタ イ プで 日照 考 慮 の7件 で は,日 照 以 外 に タ イ プを 決 め た 要 因 と して,階 段 の都 合,南 側 に 通 し

柱 を と る ことや,工 費 の 点 が あ げ られ た 。 ま た,日 照 不 考 慮 の4件 は,通 し柱 を とる こと と,平 家 の

上 に2階 を あ げ る と基礎 の 強 さに不 安 が あ る と い う,施 工 上 の 点 を あ げ た。

次 にCタ イ プだ が,調 査 した8件 は い ず れ もC-3で,日 照 を 考 え て そ う した 例 が 多か っ た。 日照

中心 の うち,2件 はBタ イプ で の増 築 を考 え て い たが,北 側 の 人 の 申 し出 に よ ってCタ イ プ と した も

の で,う ち1件 は,そ の た め に下 の部 屋 の使 い勝 手 が 悪 くな り,ま た 当時 は い らない と思 って いた 車

庫 が必 要 に な った が,そ の 位 置 に 困 って い ると い うこ と だ っ た。 またCタ イ プ と した た あ に 自宅 の 日

あ た りが悪 化 した例 も1件 あ った 。

Cタ イ プ で 日照 考 慮 の2件 は,日 照 以外 の理 由 と して1件 は柱 の 問題 を あ げ,も う1件 は 西 隣…りの

家の 通風 を あ げ た。 後 者 は,平 家 で2部 屋 増 築 す る の と2階 建 の ど ち らが よ い かを 尋 ねた と ころ,「

2階 建 で通 風 が 良 い 方 が 良 い 」 と言 わ れ た とい うも の で あ る 。 日照 不考 慮 の2件 は・ 基 礎 の 強 さ と・

1階 に も1部 屋 ほ しか った の で そ の上 に あ げ た,と 答 え た 。

以上 は 自宅 の 北 側 に宅 地 の あ る場合 の状 況 で あ る 。 と ころ で,先 に み た よ うに,北 側 に道 路 が あ る

場 合 に もAタ イ プよ りBタ イ プの 増築 が 多 い 。 そ こで,こ れ らの ケ ー スは 偶 然 そ うな った のか ・ それ

と もや は り 日照 の こ とを 考 え た の か,が 問 題 とな る 。 そ こで,Bタ イ プ と した7件 を調 査 した と こ ろ,

日照 中心 が2件,日 照 不 考 慮 が5件 と,北 側 が 宅地 の場 合 と明 らか な違 い が あ り,偶 然Bタ イプ と な
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った要 因 の 方 が 強 い こ とが わ か った 。 日照不 考 慮 の5件 の う ち.4件 は 階 段 の 都 合 で こ うな った と答

え,1件 は基 礎 強 度 を 理 由 に あ げ た 。 日照 中心 の2件 の う ち,ユ 件 は 「道 路 はあ るが,自 分 の 前 の家

が 建 て た 時 の こ とを考 え る と… …1と 話 し,も う1件 は 「平 家 の 時 で も道 路 の 半 分 以 上 が 影 に な って

い た の で 」 と,道 路 を 隔 て た住 宅 の庭 へ の 日照 を 気 づ か った もの で あ る。

こ こで,「 階段 の都 合 」 に

つ い て述 べ て お き たい 。 図5N

-、 は住宅供給公社の分譲住 ▲

宅 の 平 面例 を 示 した もの で あ

る。(a)の よ うな プ ラ ンで

は・ 図 中 に糊 で 示 した押 入

周,、,▲を階 段 に す るの が 普通 で あ り
,

2階 を よ ほ ど広 くしな い限 り

図5-2階 段 の 位 置自然 にBタ イ プに な る
。平 和

が丘 団地 で は,こ の(a)に 類 似 した プ ラ ンの 住 宅 が 比較 的 多 くみ られ た 。 しか し,一 部 に は(b)

の よ う な南 玄 関 の プ ラ ンも あ り,こ の タ イプ で は,玄 関北 側 の押 入 と トイ レの部 分 を 階段 にす るのが

都合 が よ い。 階 段 の都 合 でAタ イ プ と した3ケ ー スは,い ず れ も この種 の 南 玄 関 タイ プ で あ った 。2

階 増 築 の タ イ プ決 定 に お い て は,こ の よ うに平 面 計 画上 の点 も重要 な要 素 で あ る こ とが わ か る。

(3)平 家 増 築 の 理 由

表5-4の よ うに,北 側 が 宅 地 で 平 家 増 築(縁 側 の み の 増築 は除 く)を した 世帯 の うち,半 数 近 い

例 は 日照 に も配慮 した と してい る。

6件 の 日照 中心 の うち,4件 は子 供 が2階 を ほ しが った に もか か わ らず平 家 に した もの であ り,そ

の うち2件 は 動機 と して近 所 で2階 増 築 に よ る トラブ ルが あ った こと を あ げ た 。 「同 じ2階 で も,南

側 に寄 せ れ ば 問題 は な いの では ない か 」 と尋 ね た が,「 い や,そ う とも思 え な い」 と い う返 事 が かえ

って きて,2階 の タ イプ差 へ の 認 識 は 薄 か った7!ま た,あ る者 は 「自分 は平 家 で増 築 したの に,北

側 の 家 が まず2階 を あ げ,そ の 後2階 が ふ え て い った 」 と話 したが,実 は そ の北 側 の家 は,自 分 の宅

地 の 北 側 が 道 路 な の に,日 照 の こ とを考 え てBタ イプ に した世 帯 で あ った 。

4件 の 日照 考慮 の世 帯 と,12件 あ る 日照不 考 慮 の世 帯 が平 家 に した理 由 を示 した の が表5-5で

あ る 。階 段 の上 下 が大 変 表5 -5平 家 の理 由

な こ と,家 族 人数 が少 な(複 数回答)

い こと,構 造上 の不 安 や

子 供 を 教 育上 近 くに置 き

た い こ とが あ げ られ た。

なお,日 照 不考 慮 の う ち

2・3の 者 に対 し,「 も

し2階 を 建 て た と した らどの タ イプ に した か,ま た,日 照 の こ とを 考 え た か 」 と質 問 した と ころ,も

し2階 に す る な らA・Bタ イプ の差 を考 え た か も しれ な い が,自 分 は そ れ を 考 え る以 前 に 平家 を選 択

したの で 何 と も言 え な い,と い う意 味 の 返 事 が か え って きた 。

全 体 階段の 家族人数 髄 上 子供の その他上下
の点 教育

日照 考 慮42厚11〔)

日照 不考 慮 ユ27:三;421
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5-3ま と め

増 築 調査 の 結 果,か な り多 くの世 帯 が,北 側 の住 宅 の 日照 を 配 慮 して増 築 を 行 って い る ことが わ か

った。Aタ イ プが 少 な く,B,Cタ イプが 多 い こ と は,こ れ に よ って 説 明で き る。 な か で も,隣 家 に

配慮 す るた め に,子 供 の 「2階 を ほ しい」 とい う希 望 に眼 を つ ぶ った り,増 築 の 規 模 を縮 小 した り,

自宅 の 庭 を つぶ してCタ イ プ と した例 もあ る。2階 建 が 多 い わ りに,日 照 条 件 が そ れ ほ ど悪 化 して い

ないの は,こ れ らの 居 住 者 の 自主 的 な配 慮 に よ る も ので あ る。

この よ うに,日 影 の 影 響 を 十 分 配慮 して い る1つ の原 因 は,平 家 の 時 か ら近 所 付 合 い が あ り,そ の

関係を トラ ブルで こわ した くなか った こ とに あ る。 日照 の こ とを 考 え た 多 くの 人 が,「 近所 に迷 惑 を

かけ ては 」 とか,「 これ か ら長 く付合 わ な い とい け な い の だか ら」 と気持 を話 して くれ,な か に は 「

団地 は 自分 の土 地 の よ う だが,自 分 の 土地 で は な い 」と述 べ る主 婦 もい た 。

しか し,こ れ らの 居 住 者 の 日照 へ の 配慮 は,ま だ初 歩 的 な もの で あ る こ とも指 摘 せ ね ば な らな い だ

ろ う。特 に,平 家 と2階 の 差 は認 識 され て い た が,2階 の建 て方 で 日影 が ど う変 わ るか は 十分 知 られ

てい ず,A,Bタ イプの 差 を 知 らない ま ま平 家増 築 を選 択 した例 や,周 囲 に も2階 が あ るか らとA-

1タ イ プを 建 て た例 が あ っ た し,A-3タ イプ が どの程 度 の 日影 を 及 ぼ す か も問 題 に 思 え た 。 ま た,

調査 した団 地 の 住宅 は真 南 向 きで な く,方 位 が少 しず つ振 れ て い るが,Cタ イ プで は この 振 れが 自宅

の 日照 に も影響 す る の に,こ れ を 考 慮 した とい う例 は な か った。

以上 の こ とは,日 照 に 関す る一 戸 建 住 宅 地 の 配 置 計 画 論が ま だ十 分 明 らか と は な って い な い こ と に

も関係 してい る。 日照 に 関す る計 画 の 手 段 と して は,従 来 は隣 棟 係 数 しか な く,こ れ で は 複雑 な屋 根

を も ち,棟 間 や 道路 か らの 日照 も あ る一 戸 建 住 宅地 を計 画す る こ とは 困 難 で あ る。 しか し,も しこの

よ うな計 画 論 を つ くる ことが で き る な ら,前 章 と前 々章 で み た人 々の 日照 へ の希 求 の 強 さ と,本 章 で

みた 配慮 か ら考 え,日 照 に恵 まれ た居 住 地 を つ くる こ とは十 分 可 能 で あ る,と 思 わ れ る。

最後 に,大 塚 台 団 地 で行 われ た 「増 築 時 には 印 鑑 を も ら う」 と い う指 導 に つ い て触 れ よ う。残 念 な

が ら,本 文 や 注4)で 述 べ た よ うに,こ の 方 式 に は 問題 が あ り,大 塚 台 団 地で の 日照 上 の トラブ ルが

この た め に減 少 した とは考 え に くい。 この 方 式 が 十 分 機 能 す るに は,少 な くと も 日影 に な る人 は そ の

程 度 が十 分 理解 で き,も しそ れ に不 満 な らその 旨を 表 明 で き,表 明 され た 意見 は尊 重 され る,と い う

ことが必 要 だ ろ う。 しか し,ど の程 度 日影 に な るか は,素 人 で あ る居 住 者 は もち ろん,あ る程 度 の 建

築 の 知識 を も って い る 人 に もわか りに くい し,近 所 の こ とな の で不 満 が あ って も表 明 しに く く・ ま た

印を押 さ な くて も建物 を 建 て る こと は現 行 法 上 許 され て い る。更 に は,ど の よ うな2階 を 建 て る か言

わず に,た だ 「2階 を建 て る か ら印を くれ 」 とい う者 や,当 初 の 話 しとは 違 う増築 を行 う者 もい る状

況 で は,効 果 を 期待 す る こ とは で き な い。 近 所 の こ とを 十 分 考 え る大 多 数 の 人 に と って は,印 鑑 の 有

無 に かか わ らず 十分 配慮 す る の で こ の方 式 は不 必 要 で あ り,逆 に北 側 へ の 日影 を何 とも思 わ ない 人 に

対 して は抜 け 道 が 準 備 され て い る,と い う わ けで あ る。

注1)宅 地分譲では2階 建を建て る者がかな りいたが,こ れ は除外 してある。

2)例 えば,Bタ イプの者には 「このよ うに したの は階段の都合ですか」と,Cタ イプの者には 「庭が

狭 くな るのになぜ ここに決めたのですか」等 と質問 した。なお,一 部では,本 当に日照の ことを考

え なか ったのかを最後に質 問 した こと もある。
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3)通 し柱 の ことだと思われ る。

4)幸 いに も,こ の2件 では北側の住宅 は大 した 日影被害 は受 けて いなか ったが,第7章 の調査 で,rど

のよ うな2階 を建て るかわか らないまま印 だけ求 め られ て押 した」結果,深 刻な 日影 に悩 まされてい

るケースや,当 初の話 しとは違 う建 て方を され て不 満に思 っているケースがみつか り,問 題を感 じさ

せた。

5)千 鳥配置 については,第8章 を参照 のこと。

6)Aタ イプの増築を行 った世帯 では,な ぜ このよ うに建て たかを聞 くと,居 住者 の方か ら周囲の了解の

問題 に触れた。 従 って,Aタ イプの者 は北側 に及ぼ してい る日影の ことを気 に して おり,Bタ イプの

者 は北側の 日影が大 したことはないの に気づ いてい ると推測 され る。

7)第7章 に述べ る調査 によると,Bタ イプの北側の住戸が 日影によ る被害を訴え たの は,宅 地の高 さが

南側宅地 より0.8mほ ど低 くなってお り,し か も当初か ら南庭の南北の長 さが短かか った1例 のみで

あ り,2階 増築 のタイプが重要であ ることがわか る。
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第6章 切妻 ・寄棟屋根 をもつ建物の 日影計算

これ まで 見 て き た よ うに,人 々の 日照 を 求 め る気 持 は強 く,ま た 近所 の 日照 に配慮 す る気 が まえ も

十 分 み られ る。 しか し,残 念 な こ と に,日 照 の確 保 を 重 視 した一 戸 建住 宅地 の計 画 論 と して は,ま だ

見 るべ き もの は提 示 され て い な い 。

この一 戸 建 住 宅 地 の 計 画 を考 え て い く うえ で重 要 な の は,ま ず一 戸 建 住 宅 によ る 日影 を で き るだ け

正 確 に求 め る こ とで あ り,こ の作 業 を抜 き に して は計 画 論 を 展 開 して い くこ とは で きな い 。近 年,建

築 基 準 法の 日影規 制 に 対応 す るた め に,コ ン ピ ュー タ ーを 用 い た 日影 計 算 が 多 く報告 され てい る。 し

か し,こ れ らの プ ロ グ ラム は,主 に 日影 規 制 の対 象 と な る 中高 層建 物 に 関す る もの で あ り,低 層 の2

階建 建物 は ほ とん ど考 慮 され て い な い 。 これ は,日 影 規 制 の対 象 とな って い ない た め に 日影 時 間 の 計

算 が不必 要 な こ と と,低 層 建物 に一 般 的 な 切妻 屋 根 の形 態 が 複 雑 で あ る た め,扱 い に くい こと によ る

もので あ ろ う。

こう して,一 般 の 住 宅 地 計 画 で は,正 確 な 日影 計 算 のか わ りに,隣 棟 係 数 を 用 い て考 え る しか な い

の が通 例 で あ る。 しか し,隣 棟 係数 は もと もと建 物 が 東 西 方 向 に 十 分長 い場 合 に 関 す る もので あ り,

棟 間の 空地 や道 路 か らの 日照,方 位 や 区 画並 び の ずれ,南 北 に棟 の あ る 切妻 屋 根,庭 へ の増 築 等 の あ

る現実 の住 宅 地 に対 して は,全 く不 十 分 だ と言 わ ね ば な らない 。

そ こで,本 章 で は,切 妻 や 寄 棟 の 屋 根 を も った住 宅 の 日影 を,簡 易 に,し か し納得 で き る精 度 を も

って計 算 す る プ ログ ラムの 作 成 に 関 して 述 べ る 。 な お,以 下 で は,特 に 断 わ らな い か ぎ り,北 緯35。

の地 点 に お け る冬 至 日の,真 太 陽 時 の8時 か ら16時 ま で の時 間 帯 の 日影 を扱 う こ と とす る 。

6-1計 算 精 度 の考 え方

一 般 に,日 影 の計 算 に お い て 最 も重 要 な こ とは,計 算 の精 度 で あ る。 計算 精 度 は,計 算 の 目的 に 応

じ,適 切 に定 め られ な けれ ば な らな い 。 そ こで,ま ず 計算 目標 を ど う置 くか につ いて 述 べ,次 に精 度

を左 右 す る最 も重 要 な要 素 の1つ で あ る計 算 時 間 間 隔(時 間 ピ ッチ)に つ い て検 討 す る。

(1)誤 差 のバ ラ ンス と計 算 目標 の 設 定

ほ とん どの 日影 計 算 プ ロ グ ラムは,日 影 時 間 を 測 定 す る 面上 に メ ッ シ ュを考 え,そ の縦 横 の線 の交

わ る格 子点 が 日影 に な るか ど うか を あ る時 間 ピ ッチ(△T)毎 に計 算 し,格 子 点 が 日影 とな る回数(N)

か ら 日影 時 間(N× △T)を 求 め て い る。 従 って,こ の方 式では,後 に詳 し く述べ る よ うに時 間 ピッチ

に起 因 す る誤 差 を 避 け る こ とが で き ない 。 そ こで,太 陽軌 道 の式 を も とに,よ り正 確 に 日影 時 間 を求

め る方 法 も提 案 され て い る11し か し,こ こで は 時 間 ピ ッチ毎 に 日影 を 求 め る方 式を 採 用 した 。 そ の

理 由は,日 影 時 間 の 誤 差 を 生 ず る諸 原 因 か ら考 え,時 間 ピ ッチ に よ る誤 差 は それ ほ ど大 き な問 題 とは

な らな い こ とと,時 間 ピ ッチ方 式 な ら 日射 量 の 計 算 も簡単 に行 うこ とが で き る こ とに よ る もの で あ る・

さて,日 影 時 間 の計 算 誤 差 を 生 じる原 因 と して は,時 間 ピ ッチ以 外 に も種 々の もの が考 え られ る。

建 物 外形 の簡 略 化,建 物 施 工 や 周 辺 の 宅 地 造 成 の 精 度,建 物方 位 や緯 度 の 誤 差 は も ちろ ん,日 影 時 間

を計 算 す る メ ッ シ ュの間 隔,太 陽 の 視 直 径 の 影 響 な ど もあ る。例 え ば,一 般 には あ ま り注 意 されて い

ない 太 陽 の視 直 径 の影 響 に つ いて 考 え てみ よ う。 太 陽 は ほ ぼ32'の 視 直 径 を もつ が,日 影 の計 算 で
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は通 例 これ を無 視 し,太 陽 を 「点 」 と み な して い る。 そ こで,太 陽 の 視 半 径(16')の た め に どの程

度 の 誤 差 が生 じるか を 考 え て み る と,太 陽 光 線 が 壁 な どの 鉛 直 面 で 遮 られ る場 合 に は,正 午 前 後 で約

1分,朝8時 前 後 で 約1分 半 程 度 とな る。 そ して,屋 根 な どの 水 平 面 で 遮 られ る場 合,朝8時 前後 は

同 じ く1分 半 程 度 だ が,午 前10時 頃で 約3分,そ して 正 午 前 後 は10分 を は るか に 超 え る誤 差 が み られ

る(図6-1参 照)。

この事 実 か らわ か るよ うに,あ る 太陽の

1要 素 の精 度 を あ げ る こ とは,必 ず 動き

しも計 算 の精 度 を あ げ る こ とに は直

結 しな い 。建 物 外 形 の単 純化 等 か ら

考 え て も,誤 差 を な くす こと は不 可

能 で あ る 。問 題 は 誤 差 を生 じる諸 要

素 間 のバ ラ ンスを と る こ とで あ り,

測 定結 果 の 計 算 にお け る有 効 数 字 の 図6-1視 半径 の影 響

桁 数 をあわせ るのと同 じよ うな考 え 方 が 必 要 と され る。

先 に述 べ た太 陽 の視 直 径 の 影 響 だ けか ら考 え て も,日 影 時間 を 分,秒 単 位 ま で求 め る こと は意 味が

な く,住 宅 配 置 計 画 の点 か らも分,秒 単 位 は 必 要 で な い 。 そ こで,時 間 単 位 で小 数 第1位(即 ち,6

分 単 位)ま で 求 め る こ とを計 算 目標 とす る こ とに した 。 これ は,小 数 第2位(α6分=36秒)に は余

り意味 を見 出せ ない こ と と,建 物 外 形 の 簡 略 化 な どか ら考 え て,数 分 の誤 差 は止 む を得 な い と思 え る

こ とに よ る 。

日影 時 間 を 計 算 す るメ ッシ ュの 間 隔 は,0.5mと した 。一 戸 建 住 宅 の配 置 を考 え る に は,1mメ ッ

シ ュで は粗 す ぎ,こ の程 度 の メ ッシ ュは 必 要 だ と思 え た か らで あ る 。 な お,後 に0.5mメ ッシ ュの精

度 に つ い て も考 察 を 行 う。

以上 は 日影 時 間 の 計算 に つ いて 述 べ た もの だ が,日 射 量 の計 算 に つ い て も,ほ ぼ 同 じ ことが 言 え る。

日影時 間 の 計 算 で は 日影 とな るか ど うか を 求 め,日 影 に入 る 回数 を数 え る わ け だ が,日 影 に入 る場 合

に そ の時 の 日射 の強 さに対 応 す る数 値 を 累 計 して い け ば,遮 られ る 日射 量 が求 め られ る 。 日影 時 間を

小 数第1位 まで 求 め る と い う こと は,有 効 数 字2桁 ま で求 め る と い う こと で あ る 。 そ こで,日 射 量 の

場 合 も有 効 数 字 を2桁 と考 え.ず っ と 日射 が あ る時 に 比較 して 失 わ れ た 日射 量 の パ ー セ ン トを1の 位

ま で求 め る こ と と した 。

この よ う に,日 影 時 間 と 日射 量 を い ず れ も有効 数字2桁 ま で 求 め る こ と と した の で,両 者を ほぼ 同

じ考 え 方 で 扱 え る。 そ こで 以 下 で は 日影 時 間 の場 合 の み に つ い て述 べ る こ と とす る 。

(2)時 間 ピッチ の検 討

日影 時 間 を 計 算 す る時 間 帯(こ こで は8～16時)を あ る単 位 時 間(△T)に 分 割 し,そ の 各 区間 の

中点 で 影 と な るか ど うか を 計 算 し,こ う して 求 め た 回 数(N)に △Tを 乗 じて 日影 時 間 を 求 め る方 法

で は・ 日影 時 間 の誤 差 は避 け られ ない 。 この 誤 差 の 大 き さは,図6-2で 明 らか な よ うに,建 物 の 影

に1回 入 る度 に最 大 △Tと な る。 従 って,1度 影 か ら出 た 後 に 再 び 影 に 入 る場合 は2× △T,3回 だ

と3× △Tと な る。 この こ とか ら,日 影 を α1時 間(以 下,時 間 を 「h」 で 示 す)ま で 求 め るに は,

時 間 ピ ッチ は α1hよ りも細 か くす る必 要 が あ る こ とが わ か る。
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図6-2時 間 ピ ッチ に よ る誤 差

そ こで,こ こで は △Tと して6分(α1h),3分(0,05h),2分(α03h)の3種 類 を考 え

た。誤 差 は危 険 側 よ り も安全 側,つ ま り 日影 時 間 が 長 くな る側 の 方が 望 ま しい た め,3分 ピ ッチで 求

めた結 果 は 切上 げて,2分 ピッチ の結 果 は切 上 げ と4捨5入 の2手 法 に よ って α1h単 位 まで 求 め る

こ とと した 。 これ ら4手 法 に よ る計算 の精 度 を 判 断 す る基 準 と して は,18秒(α005h)ピ ッチで

求 め た結 果 を用 いた 。18秒 ピッチ で計 算 す る と,2回 建 物 の 影 に 入 る場 合 で も,誤 差 は最 大 α01h

に収 ま るか らで あ る。 また,同 時 に36秒(0、01h)ピ ッチで も 日影 時 間 を 計 算 し,18秒 ピ ッチの結

果 とどの 程度 差 が あ るか を 検 討 した 。

検 討 は,ま ず,直 方 体 の 形 を した建 物1棟 に よ る 日影 につ い て 行 った。 理 論 的 に 考 え る と,日 影 時

表6-1 時間 ピッチと最大誤差

時間ピ ッチ等

単 独 日 影 複 合 日 影i

理論誤差

検討結果

理論誤差

検討結果時 間

ピ ツチ

数値

操作
計

時 間

ピ ツチ

数値

操作
計

6分 ピ ッチ ・その ま ま

3分 ピ ッチ ・切 上 け

2分 ピ ッチ ・4捨5入

2分 ピ ッチ ・切 上 げ

土0.10

土0.05

」・0.03

土0.03

一

+0.05

±0.03

+0.07

一〇
.10～+0.10

-0 .05～+0.10

-0 .07へ 斗0.07

-0
.03～+0.10

一〇 .10～+0.10

-0 。05～+0.09

-0 。06～+0.06

-0 .025～+0.095

±0,20

±0.10

±0.07

士0.07

+0.05

土0.03

+0.07

一〇 .20～+0.20

-0 .10～+0.15

-0 .10へ+0.10

-0 .07～+0.13

一〇 .18～+0.18

-0 .06～+0.105

-0 .075～+0.08

-0 .04～+0.11

注)単 位は時間.理 論 誤差は小数第3位 を4捨5入 して示してある・

間 の誤 差 は,時 間 ピ ッチ に よ る もの と,切 上 げ ・4捨5入 に よ る もの とを 加 え た もの で,そ の 最大 値

は表6-1の 「理 論 誤 差 」 の 欄 の よ うに な る2!そ ・で,実 際 に そ うな 。て い るの カ・,ま た誤 差 の分

布や 安 全 側 ・危 険 側 のバ ラ ンスは ど うな って い るの か,を 検 討 した。4手 法 に よ って求 め た 日影 時 間

と,18秒 ピ ッチ で求 め た 日影 時 間 との 差 の一 部 を示 した の が 図6-3で,メ ッ シ ュ交 点 で の 誤 差 の 状

況が わ か る。

日影 時間 を0.1h単 位 まで 求 め る場 合 に は,α05hま で の誤 差 は止 む を え な い と考 え られ る。 検

討の 結果,6分 ピ ッチ で は この α05hを こえ る誤差 が2割 近 くみ られ,理 論 どお り最 大 ± α10hま

での 誤 差 が み られ た 。 ま た,メ ッシ ュの 一 部 で は,誤 差 が安 全 側 ・危 険 側 の ど ち らか に偏 る現 象 が 生
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じ,問 題 だ と思 わ れ た 。

(図6-3参 照)。

3分 ピ ッチ,切 上 げ

で も,0.05hを 超 え

る誤 差 が2割 近 くみ ら

れ た が,そ れ はす べ て

切上 げ た箇 所 で あ り,

従 っ て安 全 側 の誤 差 で

あ った 。 誤差 の値 は,

検 討 した 限 りで は 一 〇.

05～+0.09hの 範

囲 に 分布 して い た 。た

だ,安 全 側 で は あ るが,

0.06h以 上 の誤 差 が

2メ ッ シ ュ以 上 連 続 す

る こ とが あ っ た。

2分 ピ ッチ は,4捨

5入 と切 上 げ の2種 類

の処 理 を 行 った 。 まず

4捨5入 の方 で は,0.

05hを 超 え る誤差 は

5%程 度 と少 な く,し

か も最 大 で ±0・06h図6 -3誤 差 の状 況

に過 ぎす,2メ ッ シ ュ

連 続 して0.05hを 超 え る誤 差 が 生 じる と ころ も見 出せ な か った 。 この よ うに,3分 ピ ッチ と比 べ て

ピ ッチが1分 違 うだ け だが,精 度 が一 段 と向上 して い た 。 次 に,切 上 げ の 場合 を検 討 した と ころ,危

険 側 の 誤 差 が最 大 一 〇.025hと 小 さい の が特 徴 で あ った 。 しか し,安 全 側 の 誤差 は3分 ピ ッチ ・切

上 げよ り も大 き く.0.06h以 上 の 誤 差 が2メ ッ シ ュ以上 連 続 す る部 分 も見 られ た 。

次 に,2棟 の 直方 体 建 物 に よ る複 合 日影 に つ い て 誤差 を検 討 した 。理 論 的 に考 え て も,6分 ピ ッチ

で は 誤 差 が 倍増 す るが,3分 ・2分 ピ ッチ で は そ こ まで は な らな い と思 わ れ る。 表6-1の 複 合 日影

欄 の 理 論 誤差 は計 算 上 考 え られ る誤差 を示 した もの で あ り,そ の 右側 に は約500箇 所 に つ い て誤 差

を 検 討 した結 果 を 示 して い る。単 独 日影 の場 合 に比 べ,理 論 誤 差 と検 討結 果 の差 が 大 き くな ってい る

の が わ か る。 こ の原 因 と して は,検 討 した メ ッ シ ュ数 が十 分 で な か った こ と もあ るか も しれ な いが,

それ よ り も,2棟 の 影 響 を受 け て も2度 別 々に影 に 入 る とは 限 らず,1回 しか 影 とな らな い メ ッ シュ

も多 い こ とと・1度 影 に な って あ る大 き な誤 差 が生 じて も,2度 目に影 に な る時 に も同 じ く大 き な誤

差 が生 じる ケ ー スは 稀 で あ る こ とに よ るも の と思 わ れ る 。 こ う して,複 合 日影 に お け る誤差 は理 論 的

に は か な り大 き くな るが・ 実 際 に は そ れ ほ ど で もな く,3分 ・2分 ピ ッチ に よ る計 算結 果 は か な り信

頼 して よ い と思 わ れ る。

4Ω1Ω 25鍾10 重 鍾 ユ旦 05 60 10256510一 35 658505

1030一 30150一 45ユ5 520旦 Ω 坦 3070150 45 ユ量52020

25距 154520『 300一 25至 Ω距 25 65155520 鐙 0254045

455一 ユΩ盟6Ω 9030 453570-一 55 5ユ Ω7540 皿 305565β Ω

2040一 15070 204Ω2Ω 50一 2P 40150β Ω 20 4Ω2Ω 互0

5旦 Ω 50355 4量95 153030 5 4050355 55 』153030

352昼 1Ω2旦45 535一 45.35距 35 75ユq7545 皇 3555鍾65

2025一 352510 『 距2Ω 0905『 20一 253525ユ Ω 45 800105

旦Ω亜 51550一 『 525『 455045 40 8551550-一 互 25455045

1545一 354510一 4520-一 505-一 15 55654510 55 2Ω 互05 一

6分 ピ ツチ 3分 ピ ッチ 、 切上げ

垂Ω 」P 25鍾10 35鍾 1505一 60 10256510一 35 651旦05

1030『 30150一 55ユ 巨一 52020 10一 3070150 45 8552020

2535 154旦20 300『 2540距 25 65155520 70 0254045

4巨5 1Ω 盆蚤40 ユΩ30 亜 鍾 βΩ 55 5ユ Ω2互40 90 30556570

2q40 150β Ω 2060 20旦0一 80 4015070 20 602Ω 旦0

540 50355 4巨 五 153030 5 4050355 55 95153030

352巨 工Ω2545 互35 短 鍾 鍾 35 75907545 互 35556565

2Ω25 35251Ω 距 20一 0105 2Ω 2535251Ω 45 800105

401旦 互 ユ旦50 525一 45至 Ω 蜀 40 85 .旦1昼50 至 25455045

1545 一 鍾4510 4520-一 505一 一 15 55654510 55 80505-一

2分 ピ ツチ 、 4捨5入 2分 ピ ツチ 、切上 げ

0 , oo/時 間単位/下 線はマ イナスの誤差 を示す
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と ころで,後 に詳 し くみ るよ うに,切 妻 屋 根 に よ る影 は一 部 に凹 部 を も って い る た め,1棟 で あ っ

て も2度 影 に入 る箇所 が 生 じ,複 合 日影 な み の誤 差 が 出 る恐 れ が あ る。 そ こで,切 妻 屋 根 の形 を近 似

した もの(後 の 近似 解 とほ ぼ 同 じ もの)に 関 し,3分 ・2分 ピ ッチ と18秒 ピ ッチ の結 果 を 比 較 して み

た。 ほ ぼ600箇 所 を検 討 した結 果,2分 ピッチ.4捨5入 で+0.075hの 誤 差 が1ケ 所あ ったのを除 き,

すべ て単 独 日影 の誤 差 の範 囲 内 に収 まることがわか った・ これ は,凹 部 のために2回 影 になるのは ごく一 部

に限 られ るか らで あ り,時 間 ピ ッチ に よ る誤 差 は ほ ぼ直 方 体 建 物 な み と考 え て よい ・

以 上 の検 討 か ら,日 影 時 間 を0.1h単 位 まで 求 め るに は,6分 ピ ッチ は粗 す ぎ る と言 え よ う。検 討

した手 法 の うち最 も誤 差 が 少 ない の は2分 ピ ッチ ・4捨5入 だ が,危 険 側 の 誤 差 を避 け る意 味 で は2

分 ピ ッチ ・切 上 げ もよ い 。 また,3分 ピ ッチ ・切 上 げは 多 少精 度 は劣 るが,危 険側 の誤 差 は2分 ピ ッ

チ ・4捨5入 よ り少 な い 。 そ こで,以 下 で は この3手 法 に関 して検 討を 行 う こ と とす る。3手 法 の う

ちの1つ に 絞 らなか った の は,建 物 外 形 の簡 略 化 に よ っ て も安 全側 ・危 険 側 の誤 差 が 生 じ,そ れ が時

間 ピ ッチに よ る誤 差 と複 合 す るの で,そ の状 況 を 検 討 した 後 に 決 め る方 が 良 い と考 え た ため で あ る。

なお,2分 ピ ッチ 。4捨5入 で は,1回 しか 影 に 入 らない 箇所 の 日影 時 間 は,0.03hな の で,切

捨 て て0.Oh,つ ま り影 とは な らな い と い う結 果 に な る。 そ こで,影 の 影 響 範 囲 を 明 らか にす るた め,

ここの み は切 上 げて0.1hと す る こと に した 。

これ らの検 討 は18秒 ピ ッチ の計 算結 果 を も と に行 った もの で あ る。 こ こで,36秒 ピ ッチを 基 準 と し

た時 の誤差 も検 討 してみ た 。 そ の結 果,0.01hの 差 の あ る 点 もあ る に は あ るが,ほ ぼ18秒 ピ ッチ の

結果 と変 わ らず,36秒 ピッ チを基 準 と した た め に誤 差 が 過 小 に 評 価 され る恐 れ は な い ことが わ か った 。

そ こで,以 下 の切 妻 ・寄 棟屋 根 の検 討 に お い て は,比 較 の 基 準 に36秒 ピ ッチ によ る計 算 結 果 を 用 い る。

6-2切 妻 ・寄 棟 屋 根 建 物 の 近 似 法

次 に,切 妻 ・寄 棟 屋 根 を もつ建 物 の 日影 の問 題 を 扱 う。 メ ッシ ュ交 点 の 日影 を 計算 す る方 法 に は,

各交 点 毎 に建 物 の影 とな るか ど うか を判 断 して い く方 法 と,ま ず影 の範 囲を 求 め て お い て,各 交 点 が

この範 囲 内 に入 って い るか ど うか を調 べ て い く方 法 が あ る。 前 者 の 方法 は各 点 毎 に建 物 各面 との 関係

を検 討 す る必 要 が あ るた め,後 者 の方 法 に比 べ て計 算 時 間 が 長 くか か り,交 点 の 数 が多 くなれ ば な る

ほ ど そ うで あ る 。一 戸 建 住 宅 の 配 置計 画を 考 え る に は,広 範 囲 に わ た って 日影 時 間 を求 め る必 要 が あ

る ので,一 般 に使 用 され て い る後 者 の方 法 を用 い る こ と と した 。

さて,ど の範 囲 まで影 に な るか とい う影 の輪 郭 を 求 め る こ とは,直 方 体 建 物 で は簡 単 で あ る。 しか

し,切 妻 屋 根 等 を もつ 建 物 の 影 は形 が複 雑 で,正 確 に求 め るた め に は建 物 を い くつ か の部 分 に分 け・

その複 合 日影 と して 影 を 求 め る必 要 が あ る 。 と こ ろが,複 合 日影 を 求 め る こ とは,手 続 き が煩 雑 で あ

るの み で な く,計 算 時 間 が 長 く必 要 で あ る 。 こ こで 目標 と して い る一 戸 建 住 宅 の 配 置 計 画 を考 え るに

は,た だで さえ 数 棟 の 切 妻屋 根建 物 に よ る複 合 日影 を 計 算 す る必 要 が あ るの だが,そ の うえ1棟 の 切

妻屋根建物自体を複合 日影 として求めるとすると時間がかかりすぎて問題である31ま た,こ こで求め

よ う と して い る 日影 時 間 は0.1h単 位 ま で で あ り,こ の 点 か ら一 定程 度 の影 の近 似 は 許 され,影 の 輪

郭 の みを 正 確 に計 算 す る こ とに は あ ま り意 味 を 認 め る こ とは で きな い 。

以上 のよ うな 観 点 か ら,切 妻 ・寄棟 屋 根 建 物 の影 を 複 合 日影 と扱 わ な くて よ い近 似 法 を探 す こと と

した 。
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(1)切 妻 屋 根建 物 の水 平 面 へ の 日影

まず,切 妻屋 根 建 物 が 水 平 面 に 及 ぼ す 日影 に つ い て,近 似 法 を 検 討 す る こ と と した 。 その 方 法 は,

まず 図6-4の よ うに切 妻 屋 根建 物 を細 か くモ デル 化 した建 物 を 考 え,36秒 ピ ッチで 影 を 計 算 して 日

影 時 間 を求 あ る(厳 密 解)。 次 に,

影 の外 形 を 簡 略 化 した もの に つ い て

2分 お よ び3分 ピ ッチ で 日影 を計 算

して 近 似 解 と し,こ の近 似 解 と厳 密

解 との 差 の検 討 を行 った 。 図6-4

の 厳 密 解 モ デ ル に よ る 日影 は,建 物

を4つ の部 分(本 体 ・屋 根 の右 半 分 ・

屋 根 の 左 半 分 ・棟瓦 部 分)に 分 け,

各部 分 の 日影 を 求 め て か ら,そ の4図6『4厳 密 解 モ デ ル

つ の 影 に よ る複 合 日影 と して 求 め た 。 な お,棟 瓦 部 分 は実 際 に は屋 根 の 端 まで は な く
,そ の 手 前の 幅

の あ る鬼瓦 で終 って い る。 現 実 の建 物 を観 察 した結 果.鬼 瓦 の 広 が りを 無 視 す るか わ りに,屋 根 の端

まで 棟 瓦 が伸 び て い る と考 え る と,ほ ぼ実 際 の 影 に相 当 す る と考 え た 。

表6-2に,影 を 計 算 した 建物 の寸 法 を 示 した 。 表
6-2建 物 寸 法

これ は,宮 崎 県 住 宅 供給 公 社 の分 譲 住 宅 の 標 準 的

lt1

b

T

lt2

言

B A

な 設計 を も と に決 め た もの で あ る。 な お,検 討 は

日照阻 害 の 原 因 とな って い る2階 建 を 中心 に扱 い,

1階 の は参 考 とす る に止 め た 。 また,日 影 時 間を

計 算 す る水 平 面 の高 さ は,1階 の床 高 で あ る地 上

0.6mと した 。 これ は,居 室 へ の 日照 は,や は り

床 高 が 問題 だ と考 え た か らで あ るが,日 影 規 制 の

基準 と な っ て い る地 上1.5mに お い て も,誤 差 の

状 況 は ほ とん ど同 じで あ っ た。

さて.日 影 計 算 の た め に は,一 般 に は建 築 物 の

凹 部を 埋 め て凸 立 体 化 す る とい う外 形 簡 略 化 が よ

A(長 さ)

B(幅)

　
1(軒 の 出)
b

T(高 さ)

t1(棟 瓦 厚)

t2(屋 根 厚)

屋 根勾配

棟と東西 方
向のなす角

6●0～10.Om

4.0～6.Om

O,45,0.6,0.6,0.9m

!1,1
0.6,0。6,0.9,0.9m

2階 一6.30,/階 一3・45m

O.2m(勾 配0.3の 時 は0)

0.2m

0.3,0.4,0.45〔m/m)

oo,200,goo

いとされている41切 麹 腱 物の場合,最 も問題・な・のは屋根の軒が勘 本体よ,も 外に出て、、

る こ とで あ る。 そ こで,図6-5の よ うに,軒 下 空 間 と棟 瓦 部 分 を 外 包 す る凸立 体 化 を行 っ た モデル

を 考 え,厳 密 解 に 比 較 して どの程 度 の 誤 差 が 出 るか を検 討 した 。 そ の結 果,2階 建建 物 で軒 の 出が

α45mと0.6mと い う短 い場 合 で も

最高2時 間 を 超 え る誤 差 が 生 じ,1

時 聞 前 後 の 誤差 も か な りの メ ッ シユ

に わ た る こ とが判 明 した 。 そ して,

軒 の 出 が 大 き くな る と誤差 は 更 に拡

大 した。 これ らの 誤差 は安 全 側 の も

の で はあ るが,あ ま りに大 きす ぎ る

と言 わ ね ば な らな い 。 図6-5凸 立 体 化

匙P・

霧
き.
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また,棟 瓦 と軒 先 の 厚 さは い ず れ も0.2mと 小 さ い の で,こ れ を 無視 した モ デ ル化 を 考 え る余 地 も

あ るよ うに思 え たの で,厳 密解 モ デ ル を 用 い て両 者 の 影 響 の 程 度 を 検 討 した 。 まず2階 の棟 瓦 で は最

大0.1h程 度 の誤 差 が 生 じ,こ の 誤差 は 隣接 建 物 の棟 瓦 に よ る誤 差 と重 な って倍 にな る恐 れ が あ る こ

とが わか った 。 次 に軒 先 に お け る屋 根厚 の影 響 だが,こ れ を 無 視 す る と軒 の 出が0.45mと0.6mの 時

で も最 大0,3hの,軒 の 出が0.9mな ら最 大0.5hも の誤 差 の 生 じるポ イ ン トが あ る こ とがわ か った 。

これ らの棟 瓦 ・軒 先 の厚 さを 無 視 す る こと に よ る誤 差 は危 険 側 の もの な の で,許 容 す るの は問 題 で あ

る 。

以上 の2つ の 予備 的検 討 か ら,図6-5の よ うな大 幅 な凸 立 体 化 は行 わず,か つ棟 瓦 も軒 先 の 厚 さ

も考慮 した 近似 が必 要 で あ る こ とが わ か る 。

さて,日 影 計 算 に 関す る簡 略 化 は,一 般 に建 物 の形 態 に つい て行 わ れ るが,求 め る もの は影 の 形 で

あ り,従 って 影 の形 を簡 略 化 す る方 法 も考 え られ る 。検 討 した と ころ,影 の 形 で 考 え る方 が よ り細 か

く考 え れ る こ とが わ か っ たた め,こ こで は建 物 で

な く影 の簡 略 化 を考 え る こと と した 。 図6-6に

厳密 解 モ デ ルの影 の形 を 示 したが,問 題 は 軒 先(

A,B部)と 棟 瓦(C部)の 処 理 で あ る。 まず,

安全 側 に近 似 す る こ とを 第 一 に して,図6-6の

近似A1,B1,C1を 考 え,日 影 時 間 を 計 算 し

た 。 その結 果,① 軒 先近 似A1は,通 常 の 誤 差 の

範 囲(表6-1)に 入 り,全 く問 題 な い 。 ② 軒 先/

近 似B1は,特 に 東 西 軸建 物 で の 誤 差 が 大 き く,

か な りの箇 所 で0.3h以 上,最 大0.6～0.7hも

の 安全 側 の誤 差 を 生 じる 。③ 棟 瓦 近 似C1は,東

西軸 建物 で は問 題 な い 。 しか し,南 北 軸 建 物 で は,

か な りの箇 所 で0.3h程 度 の 安 全 側 の 誤 差 が み ら

れ る。

近 似B1,C1の 不十 分 さ は,す べ て を 安 全 側

に と ろ うと した た め の もので あ る。 そ こで,若 干

の危 険側 の 誤 差 を も含 ん だ近 似B2,C2,C3

を考 え,日 影 時 間 を 計算 してみ た 。そ の 結 果,④

軒先 近似B2は,B1に 比 べ,か な りの 箇 所 で 安

全側 の誤 差 が0.1～0.2h減 少 す る。 他 方,危 険

側 の誤 差 は 最 大0,1hに 過 ぎ ない 。 ⑤ 棟 瓦 近 似C

2で は,安 全 側 の誤 差 は0.1h以 内に な るが,逆

に危険 側 の 誤差 が0.1hを 超 え る箇 所 が か な り生

じる。⑥ 棟 瓦 近 似C3で は,C1と 同 じ く最 大0.

3hの 安 全 側 の 誤差 を生 じるが,そ の 生 じ る箇所

は 半数 以 下 に 減 る。他 方,危 険 側 の 誤 差 は,通 常

の 誤差 の 範 囲 に ほ ぼ 収 ま る。 なお,以 上 の ② ～ ⑥
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図6-6影 の 形 と近 似 法
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で 示 した 誤差 の値 は2分 ピ ッチ ・4捨5入 の 場 合 に 関 す る もの で.他 の 手 法 で は,後 で一 部触 れ るよ

うに 若干 の差 が あ る。

以 上 の検 討 か ら,近 似A1,B2,C3を 採 用 す る こ と と した 。 なお・ 近 似A1に つ い て は問 題 は

な い が,B2とC3に つい て は,よ り精 度 の 良 い 方 法 は な い の か が 気 に な る こ と と思 われ る・ 残 念 な

が ら,よ り複 雑 な手 法 を 考 え る と,ど う して も複 合 日影 と して 計 算 せ ね ばな らな くな る た め.無 理 で

あ る こ とが わ か った 。 しか も,近 似B2,C3の 意 味 に つ い て 考 え る と,こ れ に よ る安 全 側 の 誤 差 に

はむ しろ好 ま しい点 も あ る。 以 下,B2とC3に つ い て 説 明 しよ う。

近 似B2は,軒 先 を 図6-7(a)の 破 線 の よ うに

簡 略 化 した こ とを 意 味 す る。 この 簡 略 化 に よ る誤

差 は,午 前 と午 後 に生 じる誤 差 が 重 な る,東 西 軸

で 東 西方 向長 さの短 い 建 物 で 大 き くな る。 そ の 時

の 誤 差 の最 大 値 を 表6-3に 示 した が.2分 ピッ

(d}(b)チ ・4捨5入 の結 果 が 良 い こ とが わ か る。3分 ピ

ッチ 。切上 げ は,安 全 側 の 誤 差 は 拡 大 す るが,危

険側 の誤 差 が 小 さ くな る とは 限 らな い 。2分 ピ ッ/己 ピ 、
/＼

/i多《 こミチ ・切上 げで は,危 険 側 の 誤 差 は 縮 小 す るが,安

全 側 で大 き な誤 差 の 現 わ れ る箇 所 が3分 ピッチ ・

切上 げ よ りも多 く,問 題 が 感 じ られ る。2分 ピ ッ

チ ・4捨5入 で は,屋 根 勾 配0.3で は 安全 側 の 誤

差 が0.1h前 後 以 上 に な る メ ッシ ュは

多 くな く,ま た勾 配 α45で も,一 般 に

表6-3多 い 軒 の 出0
.45mと0.6mで は,0.3

hの 誤 差 が生 じる の はせ い ぜ い2箇 所

に過 ぎな い。

この よ うに,近 似B2に よ る誤 差 は

2分 ピ ッチ ・4捨5入 に よ れ ば そ れ ほ

ど問題 とす る ほ どの もの で もな い 。 し

か も,現 実 の 切 妻 屋 根 を 観察 す る と,

図6-7(b)の よ うに 軒 桁 が 出 て い た り,

(c)の よ うに して軒 天 井 を 張 る もの も見

られ るが,こ れ らの 場 合 に はB2と の

間 の差 は少 な くな る。 そ して,(b》(c)

の よ うな屋 根 に対 応 す る とい う意 味 で

は,B2に よ る安 全 側 の 誤差 を つ く っ

て い た方 が よ い,と も考 え られ る し,

次 項 の③ か らも,意 味 の あ る誤差 と い

え る。

近 似C3は ・ 屋根 端 を 図6-7(d)の

(c)

図6-7 近似の意味

(d}

近似B2に よる最大誤差

勾配
軒 の出 3分 ピ ッチ 2分 ピ ッチ 2分 ピ ッチ

a-b 切上げ 4捨5入 切上け

0.45-0.6 0.1～0.2 0.1 0.1～0.2

0.6-0.6 0.2 0.1 0.2
0.3

0.6-0.9 0.2 0.1～0。2 0.2

0.9-0.9 0.2 0.2 0.2

0.45-0.6 0.2～0.3 0.1～0.2 0.2～0.3

0.6-0.6 0.3～0.4 0.2～0。3 0.3～0.4

0.4
0.6-0.9 0.3～0.4 0.3～0.4 0.3～0.4

0.9-0.9 0.4～0.5 0.4～0.5 0.4～0.5

0.45-0.6 0.3 0.2～0.3 0.3

0.6-0.6 0.4 0.3 0.4
0.45

0.6-0.9 0.4 0.4 0.4

0.9-0.9 0.5 0.5 0.5

危険側の誤差 0.1 0.1 0.05

注)表 中の値は同 じで も、その最大 誤差の生 じる メッシ ュ数

は、時 間ピ ッチ等 によ り異 なる・誤差 の単位は時間・
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よ うな形 に 簡略 化 した こ とを 意 味 す る。 と ころ で,厳 密 解 モ デ ル は,棟 瓦 の長 さを 屋 根 端 まで 伸 ば し

た か わ りに,鬼 瓦 の広 が りを 無 視 した もの で あ る。 この点 か ら考 え,図 の よ うな 端を 切 落 と して左 右

にはふ くらみを 持 た せ た 簡 略 化 は,む しろ 好 ま しい と も思 わ れ る 。 な お,棟 瓦 相 当 部分 以 外 で は,こ

の近似 は僅 か に安 全 側 に作 用 す る結 果,2分 ピ ッチ,4捨5.入 に よ る誤 差 一 〇.06～+0.06h(表6

-1)が,ほ ぼ 一α05～0 ,07hに 変 化 してい た 。

こ う して,近 似A1,B2,C3を 用 い,2分 ピ ッチ 。4捨5入 で 日影 時 間 を0,1h単 位 まで 求 め

た もの を,切 妻 屋 根建 物 に よ る 日影 の近 似 解 とす る。 図6-8は,こ う して求 め た 日影 の例 を 示 した

もので あ る 。
0706040303020101単 位0,/時 間

(2)α5メ ッ シュ と,庇,戸

袋 等 の検 討

先 に も述 べ た よ う に,日 影 の

計 算精 度 は 計算 点 間 の距 離,つ

ま り メ ッシ ュ間 隔 と のバ ラ ンス

で考 え る必 要 が あ る 。 あ る点 の

日影 時 間を い くら正 確 に求 め て

も,メ ッシ ュの 間 隔 が大 き い場

合 は,配 置計 画 の 用 に は 立 た な

い 。 そ こで,0.5mメ ッ シ ュの

精度 を 考 え る ため,厳 密 解 モ デ

ル に よ る 日影 時 間 を0.1mメ ッ

シ ュで 求 め,こ れ を0.5mメ ッ

シ ーの近 似解 と比 較 す る こ と と

した 。

両者 を 比 較 した結 果 の 一 部 を

図6-9に 示 した が,こ の比 較

か ら,次 の よ うな こと が言 え る 。

①一 般 の 地 点 に お い て は,0.5

mメ ッ シュの 中 間点 に お け る誤

差 は,メ ッシ ュ交点 で の 誤差 以

上 とは な らな い 。従 って,近 似

解 の値 を 用 い た 補 間法 も可 能 で

100908060504030302010,5mメ ツ シ ュ

15131210090706050403020101

211918161412110908070605040301

232424232120171614131110090806050402

232526272726252423242423212222232324

232526272930292827272525262626272727

232426272930323331302928272728282828

232425272830323334343332313029292929

222425272830313335363736343432313030

22232526283031333536383939383635343433

22232526282931333436384041424242404040

21232426272931333436384042444447505253

21222426272931323436384046515661626161

21232527283133364044485155586163656667

21232527293234374044485155586165697273

21232527293234374044485155606468727579

20222427293234374044485257626772768080

20222426293134374044485460667277808080

19212426283134374044495765727880808080

19212325283134374044526272808080808080

18202225283134374044577280808080808080

17202224273033364044728080808080808080

171921242730333640

161821232629333640

151720232629323640

091519222528323640

N
▲

01020401

24242324

【27272727

27282827

28282929

301303030

333434

404040
1

535250

616162

676665
1
737269

797572

808076
1
808080

808080

,808080

808080

808080

図6-8

/階 9,5×6m

中
心
線

m4×5,6

階2

(軒の出0,45-0,6m,勾 配0,4)

近 似 解 の 例

あ る。 なお,1mメ ・ソシュにす る と,補 間 に よ って 誤 差 が 拡 大 す る とい う問 題 が 生 じ る。 ②建 物 真 北 の.

日影時 間 が 急 減 す る部 分(図6-8,9参 照)で は,α5mメ ッ シュ で も変 化 に 追 い つ け ない が・ そ

れ は幅 数 十 セ ンチ の範 囲 に収 ま る 。③ 建 物 の 真 北 で,軒 先 近 似B2の た あ に大 きな 安 全側 の誤 差 が 出

るの は,そ の 北 側 に小 島 状 に あ る 日影 時 間 の長 い 部 分 の 影 響 で あ る こ とが わか る。 この た め,メ ッシ

ュ中間 の 部 分 を考 え る と,0.5mメ ッ シュ の厳 密 解 で 考 え る(図6-9の 部)よ り も,安 全

側 の誤 差 の あ る近 似 解 の 方 が 真 の値 に近 い状 況 も生 じる 。 この 点 か ら考 え て も,B2に よ る誤 差 は無

一99一



意 味 な もの とは 言 え な い 。

以上 の結 果 か ら,1mメ ッシ ュで

は 精 度 上 の 問題 も生 じるが,0.5mメ

ッシ ュは補 間法 の使 用 も可 能 で,先 の

近 似解 を 求 あ る計 算 点 の 設 定 方 法 と し

て 適 切 な もので あ る,と 言 え よ う。

と ころ で,こ れ まで は 図6-4の 外

形 の建 物 に つ い て検 討 して きた が,実

際 の建 物 に はい くつ か の 凸 部 が存 在 す

る。 な か で も,窓 の 上 の 庇 と雨戸 の戸

袋 は 日影 に影 響 す る可能 性 が 大 き い の

で,ど の程 度 の 影 響 が あ るか を み て お

く こ とに した。 庇 は 地上5.5mに あ り,

出 が α6mだ が,厚 さは無 視 した 。 ま

た,戸 袋 は壁 面 よ り0.2m突 出 して い

る と考 え た 。

両者 の影 響 は,位 置 ・形 状 に よ り多

様 で あ った が,一 般 に,④ 庇 の 影 響 図6-90.5mメ ッシ ュの検 討

は ほ ぼ α15h以 内で,軒 の 出が 長 い ほ

ど少 な くな る。 ⑤戸 袋 の影 響 は,そ れ が 建 物 の 角 に あ る時 は0.1hを 少 し超 え る箇所 もあ る 。 しか し,

戸 袋 の端 が 建 物 の 角 か ら0,2m離 れ る と最 大0.1h以 内 とな り,そ の 影 響 も建 物 か ら10m以 内 に収 ま

る 。

以 上 の 値 は.庇,戸 袋 が建 物 の 東 ・西 面 に あ る場 合 に 関 す る もの で あ る。 日本 の住 宅 で は,南 面 に

窓 を 設 け る傾 向 が強 く,そ の場 合 に は庇 ・戸 袋 も南 側 に あ る の で,そ の 影 響 は ほ とん どな い と考 え て

よ い。 東 ・西 面 に あ る場 合 も,上 にみ た よ うに0 .1h程 度 の 影 響 しか な く,し か も誤 差 の生 じる範 囲

が 狭 い の で,無 視 す る こ と も で き よ う。 た だ,危 険 側 の誤 差 とな るた め,そ の 対 応 策 を工 夫 してみ た。

その 結 果,庇 ・戸 袋 の あ る方 向へ 建 物 の 長 さを0 ,2mだ け 伸 ば す 近 似 が よ く,こ れ に よ る安全 側 の 誤

差 はほ ぼ α1h以 内 で あ る こ とが わ か った 。

最 後 に.緯 度 ・方 位 の 誤 差 の 問 題 を 検 討 した 。 緯度 は一 般 に30"毎 に 考 え られ る が,こ れ に よ る誤

差 は意外 に小 さか っ た。30"の 差 だ と,建 物 の 真 北 で は確 か に1時 間 強 の差 の 出 る メ ッ シ ュ もあ るが,

これ は距 離 が ほ ぽ0.2mず れ た 場 所 の 日影 時 間 だ った の で あ る。 そ して,真 北 以 外 の 部 分 で は,0 .1

hを こえ る誤 差 は見 られ な か った 。 しか し,方 位 に よ る誤 差 に は 注 意 が 必 要 で,僅 か2。 の ずれ で も,

建 物 真 北 の誤 差 は大 した こ とは な い が,建 物 か ら10m以 上 離 れ る と1メ ッ シ ュ(0 .5m)の 距 離 に相

当 す る0.3h前 後 の 誤 差 が 見 られ た 。従 って,方 位 は せ い ぜ い1～2。 の 誤 差 しか 許 され ず,正 確 な

測 定 が必 要 で あ る。
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＼

N

＼
＼

実 線 一 〇,/mメ ッシ ュ 、厳 密 解 、

破 線 一 〇,5mメ ッシ ュ 、近 似 解
、

』

0 ＼ ＼ 、

(3)寄 棟屋根建物の水平面への日影

切妻屋根に続き,寄 棟屋根の水平面に及ぼす日影を考えよう。考え方は切妻屋根と同 じだが,影 の
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図6-10寄 棟 屋 根 の近 似

形 を 検 討 した結 果,切 妻 屋 根 の よ うな 大幅 な近 似 は

必 要 な く,僅 か で済 む こ とが わ か った 。図6-10が

そ れ で,A部 とC部 の 安 全 側 近似 は,切 妻 屋 根 の近

似A1に 対 応 す る も ので あ り,問 題 な い。 また,A

B,C部 に僅 か に危 険 側 近似 が あ るが,こ の近 似 は

僅 少 で あ り.ほ とん ど問題 な い。 しか も,こ れ は切

妻 屋 根 で棟 瓦 が 屋 根 端 まで あ る と考 え て い た のを 近

似C3で カ ッ トした の と同 じよ うに,実 際 に は端 ま

で な い寄 棟 屋 根 の 隅棟 に つ いて そ の端 を カ ツ トす る

もので あ る。 な お,寄 棟 屋 根 で は,切 妻 屋 根 の よ う

に建 物 真 北 に 小 島状 に 日影 時 間 の長 い部 分 が 生 じる

現 象(前 項 の ③)は 見 られ な い た め,近 似B2の よ

う な安 全 側 の誤 差 は な くと も問題 な い。

以上 の よ うに,寄 棟 屋 根 の近 似 は僅 か で 済 む た め,

特 に 厳 密解 モ デ ルを つ くって誤 差 を 比 較 す る こ と も

行 わ な か った 。近 似 の 少 な さか ら考 え,0 .1h単 位

まで求 め る に は3分 ピッチ ・切 上 げで もよ い ので は

な いか と思 え た が,実 際 に は切 妻 屋 根 と寄 棟屋 根 を 同時 に扱 う こ と もあ る ため,同 じく2分 ピ ッチ ・

4捨5入 で 計 算 す る こ とと した。

(4)鉛 直 面 へ の 日影

一戸 建 住 宅 の配 置計 画 を 考 え るに は 水平 面 へ の 日影 の み で 十分 で あ るが
,既 存 住 宅 の 日影 に よ る被

害 状 況を 知 る に は,被 害 住 宅 の 南 面窓 の 状 況 を 詳 し く知 る方 が 重 要 で あ る 。 その た め に は切 妻 ・寄 棟

屋根 建 物 の鉛 直 面 へ の 日影 が 計 算 で き る と都 合 が良 い と考 え,プ ロ グ ラム を作 成 す る こ と と した。

考 え 方 は,水 平 面 へ の 日影 の場 合 と 同 じで あ るが,鉛 直 面 の場 合 は水 平 面 と影 の形 が 大 き く異 な る

た め,近 似 法 も異 な る もの とな る 。特 に,切 妻 屋 根 で は 東 西 に棟 が あ る場合 と南 北 に あ る場合 とで も

影の 形 が違 い,扱 い を変 え た ので,そ れ に つ い て 説 明 しよ う。

図6-11鉛 直面 へ の 影 の 近 似 法

図6-11に 近 以 の 考 え 方を 示 したが,図6-6の 水 平 面 の場 合 と異 な り,軒 先 部分 の近 似 が 僅 か に

な り,ほ ぼ 棟 瓦 部分 の み を考 えれ ばよ い こ とが わ か る。 そ こで,水 平 面 の 場 合 か ら考 え,東 西 軸 の 場

合 は近 似C1に 類 似 した方 法 を,南 北 軸 の 場 合 は 近似C3に 類 似 した 方 式 を とる こと と した 。 次 に 時

間 ピ ッチで あ るが,水 平 面 へ の 場 合 に2分 ピッチ ・4捨5入 に決 め た 最 大 の原 因 は,軒 先 近 似B2に
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あ った 。今 回 は それ が な いの で,よ り計算 時 間 の短 い3分 ピ ッチ ・切上 げ で は ど うか を 検 討 した 。厳

密 解 モ デ ル の結 果 と比 較 した と ころ,(1)の ⑥ で述 べ た 南北 軸 建 物 に お け る棟 瓦 近 似C3の 影 響 を 除 き

一 〇.05～+0.10hの 誤 差 に 収 まる こと が わか っ た 。従 っ て,鉛 直面 へ の 日影 で は3分 ピ ッチ ・切上

げ の手 法 を用 い る こ と と した 。

な お,近 似B2が な い た め.(2)の ③ で述 べ た その 長 所 も な くな るの で は な い か と思 い,検 討 した。

そ の結 果,図6-12の 計 算例 に枠 で示 した よ うに,鉛 直 面 へ の 日影 で は,小 島状 に 日影 時 間 の長 い 部

分 の あ る現 象 が0.5mメ ッ シ ュで も十 分 と らえ られ る こ とが わか っ た 。

…3・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4…11・1・ ・
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面 ・建物 とも 東 西 方 向2階 位 置/6,5×4m

(面 との 距 離6m,軒 の出0,45-0,6m,勾 配0,4)

図6-12鉛 直 面 へ の 日 影 例

6-3ま と め

日影 時 間 の計 算 に おい て,誤 差 を生 じる原 因 は時 間 ピ ッチ の み で な く,建 物 外 形(日 影 の輪 郭)の

簡 略 化,建 物 施 工 の 精 度,方 位 や 緯度 の誤 差,太 陽 の視 直径 の影 響 な どが あ り,ま た メ ッ シュ間 隔 も

問題 とな る 。重 要 なの は,こ れ らの 諸 要 素 間 のバ ラ ンス で あ り,一 要 素 の み厳 密 に扱 って も あ ま り意

味 は な い 。本 章 で は,こ の 点 に留 意 しつ つ 切妻 。寄 棟 屋 根 に よ る 日影 を計 算 す るプ ログ ラムを 開 発 す

る こ とが で き た 。次 章 以 下 で は,こ の プ ロ グ ラムを 用 い て一 戸 建 住 宅 地 の配 置計 画 に取 組 む こ と とす

る。

注1)田 中授,他 「太陽光に関する影 響予測 システム」,第1回 電子計 算機 利用 シンポ ジウム論文集,

日本建築学 会q979年)

2)建 物が東西軸で長い場合には,1棟 の建物 であ って も2度 影 とな り,複 合 日影なみの誤差 を生 じる

箇所 もあ る。

3)2階 建の住宅が3棟 並 んだ場合 の 日影 を2分 ピッチで正 確に求 めよ うとす ると,HITAC-8250

では15分 以上の時間が必要 であ ったが,後 に述べ る近似解 だと5分 とかか らなか った。

4)日 本建築 センター 「日影規制 の手 引き」(1977年)

一102一



第7章 日照の 目標水準 の設定

日照 に恵 まれ た一 戸 建 住 宅 の 計 画 を 考 え るた め に は,そ の前 提 と して 日照 の 目標 水 準 が 必要 で あ る。

2-3の(2)で 述 べ た よ う に,居 住 者 の 日照 満 足 度,居 住 者 の意 識 す る 日照 時 間,お よ び実 測 日照 時 間

の3者 の 関係 を 明 らか に しよ う とす る調 査 研 究 が 行 わ れ て お り り これ に 加 え て建 ぺ い 率 ・容 積 率 な

どを調 べ,住 宅 地 の計 画 に役 立 て よ う とい う試 み も行 われ て い る21こ れ らの研 究 に よ り,日 照満 足

度 と 日照 時 間 との間 に相 関関 係 が あ る こ とが 明 らか とな って い る 。 しか し,こ の相 関 関 係 は それ ほ ど

強 い もので はな く,特 に実 測 日照 時 間 と満 足 度 との 相 関 は,意 識 す る 日照 時 間 の場 合 に比 べ て弱 くな

ってい る。 しか も,実 測 日照 時 間 と意 識 す る 日照 時 間 との 間 の 相 関 も あ ま り大 き な も ので はな い と い

う事 実 も,同 時 に 明 らか とな って い る 。

これ らの事 実 を どの よ うに理 解 す れ ば よ いの だ ろ うか 。 まず 問題 と な るの は,日 照 時 間 の 実 測方 法

で あ る。 これ まで の研 究 で は,い ずれ も魚 眼 レ ンズ によ る写 真 か ら 日照 時 間 が 求 め られ て い る。 これ

は確 か に正 確 な 方 法 だ が,写 真撮 影 点 の状 況 しか わ か らない 欠 点 が あ り,位 置 に よ って変 化 す る 日照

時 間を 十分 に は把握 して い な い恐 れが あ る 。次 に問 題 とな るの は,時 刻 に よ って 日射 の強 さが 変 化 す

るこ とで あ る。 これ らの 調査 で は,8～16時(真 太 陽 時,以 下,時 刻 は原 則 と して真 太 陽時 で 示 す)

か,日 の 出 か ら 日没 まで の 日照 時 間 が考 え られ て い るが,日 射 の 強 い9～15時 の 日照 時間 を も と に住

宅地計画を考えた り3!朝 日と夘 の差を指摘するものもある4!従 。て.日 照の時間帯や日射量も

考慮 して分 析 す る必 要 が あ る。 第3に 問題 に な る の は,居 住 者 の 居 住歴 や住 宅 の 造 りの差 が,日 照 満

足度 に差 を もた ら してい る と思 わ れ る 点 で あ る 。 これ まで 日照 に 恵 まれ な い生 活 を 営 ん で き た人 や,

た とえ まわ りの建 物 で 日照 を 遮 られ な くと も,日 あ た りの あ ま り望 め な い よ う な間 取 りの住 宅 に住 ん

で い る人 は,日 照 へ の 要 求 も低 い もの と思 わ れ る の で,こ れ も考 慮 して 分析 しな けれ ばな らな い 。

ここで 問題 と して い るの は,郊 外 の一 戸 建 住 宅地 の 日照 で あ る。 こ こで は,各 住 宅 は 日照を よ く享

受 で き るよ うに設 計 され てお り,日 照 へ の 要 求 は,都 市 中心 部 よ り質 の 高 い も の が あ る。 従 って,郊

外一 戸 建 住 宅 で は,住 宅 の どの 位 置 に,ど の 時 間帯 に,ど の程 度 の 日照 を確 保 す べ きか,を 考 え た う

え で配 置 を 計 画す る こ とが 必 要 で あ る。

前章 で は,切 妻 屋 根 や 寄 棟 屋 根 を もつ建 物 の 影 を 計算 す る プ ログ ラ ムを 開 発 す る ことが で きた ・ こ

の プ ログ ラ ムを用 いれ ば,任 意 の 位 置 にお け る任 意 の 時 間帯 の 日照 時 間 や 日射 量 を求 め る こ とが で き

る。 そ こで,本 章 で は こ の プ ログ ラムを 使 用 して,一 戸 建 住 宅 に 関す る居 住 者 の 日照満 足 度 と 日照 享

受 状況 の関 係 を 明 らか に し,郊 外 の一 戸 建 住 宅 にお け る 日照 の 目標 水 準 の 検 討 を 行 い た い ・

7-1日 照 阻 害 の 状 況

日照の目標水準を明らかにするためには,郊 外一戸建住宅か ら類似 した居住歴を有する世帯を選び,

日照状況と居住者意識との関係を調べる必要がある。この調査の対象には,宮 崎市郊外の平和が丘団

地と大塚台団地を選んだ。いずれも宮崎県住宅供給公社が開発 したもので,第5章 の増築活動におい
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て も調 査 対 象 と して い る 。

(1)調 査 の概 要

平 和 が 丘,大 塚 台 の 団地 の 状 況 に つ い て は5-1の(1)に 述 べた が・ い ず れ も分 譲 住 宅 は 北 側 に道路

の あ る区 画 を除 き,分 譲 時 は平 家 で あ った 。 しか し,第5章 で 述 べ た よ う に・ 時 の 経 過 に伴 い 多 くの

増 築 行 為 が 行 わ れ,か な りの2階 増 築 もみ られ る。 この 結果,日 照上 の トラ ブル も生 じ・ 大 塚 台 団地

につ い て は新 聞 に も その 話 が 掲 載 され て い る51ま た,宅 地 分 譲 地 の住 宅 の な か に も,2階 建住 宅 で

日照 を 阻 害 され て い る と思 え る例 が い くつ か 見 られ た 。

そ こで,両 団 地 とも,当 初 は 日照 に 恵 まれ て い た が,そ の 後 南 側 の 宅 地 に2階 が 建 った た め に 日照

が低 下 した と思 え る住 宅 の主 婦 を対 象 に,面 接 方 式 で調 査 を行 った 。 これ らの 住 宅 は い ず れ も以 前 は

日照 に恵 まれ てい た もの で あ り,こ の点 で居 住 歴 の一 致 を はか った わ け で あ る 。 な お,宅 地 分 譲 の ケ

ー ス も若 干 調 査 した が,い ず れ も南側 の住 宅 が1年 以 上 後 に建 った も の で あ り,そ の意 味 で 日照 に関

す る居 住歴 は分 譲住 宅 の2階 増 築 の場 合 と 同 じで あ る 。

調 査 した 事 項 は,南 側 住 宅 の増 築(ま た は建 築)の 経 過,日 照 阻 害 状 況 とそ の た め の住 生 活 へ の影

響,日 照 以 外 の居 住 環 境 上 の トラ ブル の有 無,な ど で あ る。 なお,調 査 を 行 うなか で,南 面 の窓 と南

側 住 宅 の2階 北 端 との距 離 が10mを 超 え る もの は,例 外 な く 日影 の被 害 を 否 定 す る こと が わか った た

め,こ れ らの例 は 調査 対 象 か ら省 い た 。方 位 に よ っ て少 し異 な るが,こ れ だ け の隣 棟 間 隔が あ る と,

床 上0.5mに お い て,冬 至 の9～15時 の間 な ら5時 間 以 上 の 日照 が あ り,10～14時 の間 はず っ と 日照

が あ る と考 え て よ い 。不 在 の た め に調 査 で き な い住 宅 が 十 数 戸 あ った が,在 宅 して い た場 合 は調査 を

拒 否 され た 例 は な か った 。 こ う して,昭 和54年 の3・4月 と8月 に,平 和 が 丘33戸,大 塚 台28戸 の計

61戸 の 調査 を行 った 。 うち,宅 地 分 譲 の ケ ー ス は9戸 に止 ま り,大 半 は南 側 の 平 家 分 譲 住 宅 が2階 を

増 築 した もの で あ った 。

次 に,実 際 の 日照 状 況 を 知 り.ま た 電 子 計 算 機 に よ る 日照 状 況 の 計 算 を 正 確 に行 うた め,冬 季 にお

け る南 側 の2階 建 住 宅 に よ る 日影 状 況 の 調 査 を 行 った 。 調 査 は,平 和 が 丘 団地 は昭 和54年12月17日 に,

大 塚 台 団地 は 同年 の12月1日 と15日 に 行 い,い ず れ も1～1,5時 間 毎 に 日影 状 況 を 観 察 し,記 録 して

い った 。 日影 の状 況 は時 々刻 々 と変 化 す るた め,短 い 間 隔 で 観 察 す る必 要 が あ った た め,面 接調 査 を

行 った住 宅 の うち,被 害 の 大 きい もの に 重 点 を お い て 調 査 を 行 った 。 しか し,一 部 に 日影 の 状 況 のわ

か りに くい住 宅 も あ り,信 頼 で き る調 査 結 果 が得 られ た の は 計34戸 に止 ま った 。

以下,面 接 調 査,日 照 状 況 の順 に 分 析 を 行 う こ と とす る。

(2)面 接 調 査 の 結 果

面接 調 査 は,日 照 状 況,冬 季 の 暖 か さ,洗 濯物 とふ とん の 乾燥,室 内の 明 る さ,南 側 住 宅 の増 築 の

経 過 な ど に つい て 主 婦 に 自由 に 話 して も らい,多 項 目選 択 な どの 方 法 は 用 い なか った 。 しか し,調 査

結 果 を 整 理 した と こ ろ,日 照 へ の 満 足度,逆 に 言 う と 日影 の 被 害 感 は,ほ ぽ4つ の 段 階 に分 か れ るこ

とがわ か っ た・ そ こで,こ れ を 被 害 ラ ン クA,B,C,Dと 呼 ぶ こ と と した 。 表7-1に その 状 況を

示 した が,ラ ンク別 に 状 況 を説 明 して い くこ と とす る。

被 害 ラ ンクAは 最 も被害 の大 き い もの で,日 影 に よ り住 生 活 に 大 き な影 響 を 受 けて い て,南 側 の住

宅 に対 して 大 きな不 満 を も って お り,9世 帯 あ った 。 個 々の 状 況 は 表7-1に 示 して い るが,ほ ぽ3
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表7-1 面接調査の概要

No.日 照 の 状 況 暖かさ 明るさ 洗濯物 ふとん そ の 他 備 考

① 少し 日があたるだけ × × × 植木 転居考慮

②11～15時 に影 × × △ × 転居考慮

ラ ③ 昼からあたるだけ × × × ×

ン ④ 午後少しあたるだけ × × 通風

⑤1時 過き が影 × × △ × 植木 転居考慮
ク

⑥10～15時 に 影 × △ △ プ ラ イバ シー 転居考慮

A ⑦11～1妬 時に影 × △ △ プ ライ バ シー 転居考慮

⑧ とにかく日照が悪い × × 通風 ・植 木 ・湿 気 転居考慮

⑨13時 過き が悪い × △ 子供の遊び

① 客間にあた らない (が まん し てい る) 2階 建

② 日があたりにくい △ (大 した こと は ない)

③ 午前中が悪い △ △ (隣 りよ りは 良 い)

④ 特 に庭が悪い プ ライバ シー

ラ ⑤ 東の部屋 が悪い (仕方 が な い) 2階 建

⑥8.5～10時 が少 し悪 い (慣れ た)

ン
⑦ 朝日があたらない × 通風 ・湿 気

ク ⑧ 昼 間しかあたらない △ × 圧迫感

⑨14時 以降が悪い △
B

⑩ 午後庭にあた らない △ △ 植木

⑪ 縁の日照が悪い 広縁が出せない

⑫11時 近くまで悪い △ △ (大した こ とは ない)

13.11時 まで 入 ら ない △ (あき らめ た)

14.日 照 の悪 い部 屋 があ る (仕方 がない)

15.15時 過 き が悪 い △ △ (隣 りよ りは 良 い)

16,日 が あた りに くい ×

17,13時 半 過 き が悪 い △

18.庭 に 日 があ た らな い △ (大 した こ とは ない)

C
① 一⑩ 少 し影にな るだけ
11～18.

△が
3名

植木が/名

D σ③ 日あ た りは 良 い4
.

プ ラ イバ シー が/名

注)No.の ○ は 日照 状 況を
× 一一一一困 っ て お り 問 題

調 査 で きた こ とを 示す.
△ 一・一一少 し 困 っ て い る

時 間以 上 の 間 影 とな り,各 世 帯 と も数 項 目の 住 生 活 上 の 問 題 点 を あ げ て お り,特 にふ とん の乾 燥 に は

全世 帯 が 困 って い た 。 な お,9世 帯 中6世 帯 が 転 居 す る こ とを 考 え た と話 し,な か に は住 宅供 給 公 社

と交渉 した とい う者 もあ った 。 ま た,う ち1世 帯 は調 査 後 の 昭 和54年 末 に住 宅を 売 却 して 転居 し,現

在 は よ り日照 の 良 い住 宅 に住 ん で い る 。 これ らの 事 実 は,ラ ンクAの 世 帯 の被 害 の重 大 さ と,郊 外 の

一 戸 建 住 宅 地 で は 日照 に 恵 まれ る ことが 重 要 な条 件 だ とい う こ とを 示 し て い る 。

被 害 ラ ン クBは,2階 に よ って か な り 日影 と な っ た の で,当 初 は困 り,ま た 不 愉快 だ った 。 しか し,

そ の後 の経 過 に よ り,あ き らめ て しま った り,慣 れ た り した,と い う もの で あ る。 全 部 で18世 帯 あ り,

ラ ンクAほ どで は な いが,被 害 の原 因 とな った2階 を 建 てた 者 に対 して 不 満 を も って い た 。表 の よ う
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に住 生 活 上 の 問題 点 を 具体 的 に あ げ ない 例 も あ った が,そ れ らの者 は 「と にか く 日が あ た らな いの が

問 題 だ 」 と述 べ て い た 。 この 日が あ た らない こ と 自体 を 問 題 とす る態 度 は,ラ ンクAの 者 で も見 られ

た 。 な お,ラ ン クAは2階 建 加 害 住 宅 の 北 側 住 宅 に 限 られ た が,ラ ン クBは 加害 住 宅 の 北 東 か 北西 の

住 宅 の ケ ー ス も4例 あ った 。

被 害 ラ ン クCは,確 か に2階 の影 とな る こ とは な る が,そ の こ とを 大 した 問 題 とは 考 え て お らず,

2階 を建 て た者 に不 満 も持 って い な い,と い う もの で あ り,全 部 で18世 帯 あ った 。 た だ,ふ とん の乾

燥 に少 し困 る世 帯 が い くつ か見 られ,庭 の植 木 に 日が あ た らな くて 困 る とい う例 も1つ あ った 。

ラ ンクDは,南 側 に2階 建住 宅 は あ る が,別 に影 に は な らず,従 って 困 る点 もな い,と い うもの で

あ る。 調 査 した61世 帯 中 で は4世 帯 と少 ない が,調 査 の 対 象 か ら省 いた,2階 北 端 と の距 離iが10mを

超 え る世 帯 も この ラ ン クDに 含 まれ るの で,実 数 はか な り多 い 。 なお,南 側 住 宅 の2階 か らの 視線

(プ ライ バ シ ー)を 問 題 とす る例 が1つ だ け あ った 。

なお,表7-1か らわか る よ う に,被 害 度 と 日影 に な る時 間 帯 との 間 に は特 に 関 連 は見 出せ ず,午

前 中 に影 に な る世 帯 で は朝 日を 問 題 と し,午 後 に 影 に な る者 は午 後 の 日照 を 問 題 と して い た 。 どの 時

刻 で も.日 の あ た らな いの は問 題 だ と言 え よ う。 た だ,ラ ンクAで は 正 午 前 後 に 日影 とな る例 が多 く

見 られ た 。 ま た,住 宅 の 主 要 開 口面 の方 位 は,真 南 向 き の もの か ら東 西 に25。 回 転 した もの まであ っ

た が,こ の方 位 の回 転 によ る影 響 も見 出 せ な か った 。

(3)日 照 状 況 の 意 識 と実 際

こ こで.居 住 者 の話 した 日照 状 況 と,調 査 した 実 際 の 日照 状 況 とを 比 較 しよ う。 実 測 日の う ち,12

月15日 と17日 は 日赤緯 が ほ ぼ23.3。 で,冬 至 日との 影 の 長 さ の差 は1%以 内 と な る ので,こ の 両 日

の観 測 結 果 を 中心 に検 討 した。 既 存 の 調 査 で は居 住 者 の 意 識 す る 日照 時 間 と実 測 日照 時 間 との 間 にか

な り差 が 見 られ た の で.こ の調 査 で もそ うな るだ ろ う と予 想 して い た 。 と こ ろが,大 半 の 例 で は居 住

者 が 「影 に な る」 と述 べ た 時 刻 に ほ ぼ 影 に な り,面 接調 査 で 居 住 者 が 述 べ た 日照 状 況(表7-1参 照)

はか な り正 確 で あ る,と い う こ とが わ か った 。

この よ うに,居 住 者 の 意 識 を か な り信 頼 して よ い こ とが わ か っ たが,更 に細 か く検 討 した 結 果,次

の よ うな点 が 明 らか とな った 。 ① 床面 ま で 日射 が あ る場 合 は 「日が あ た る」 と言 い,窓 の上 端 まで影

に な る場 合 に は 「影 に な る 」 と居 住 者 が 意 識 してい るの は当 然 で あ るが,問 題 は この 中間 の ど こに 「

日が あ た る」 と感 じる分 岐点 が あ るか で あ る。 い くつか の例 で は,窓 の上 半 部 のみ に 日が あ た って い

る時 刻 も あ った が,そ れ は居 住 者 が 「影 に な る」 と話 した 時 間 に 属 した 。 従 っ て,「 日が あ た る」 と

感 じる分 岐 点 は,窓 の 中央 が,そ の少 し下 の あ た りに あ る もの と思 え る。 ま た,A-5は 「12時 す ぎ

に 窓 の 中 央 ま で影 に な り」,そ の 後 は夕 方 に少 し日が あ た るだ けだ と述 べ た が ,12時 半 の 観 察 で は,

実 際 に 窓 の 下半 分 が影 に な っ て いた 。 ②A-4とB-7は 朝9時 半 ご ろ まで は東 の 部 屋 を 中 心 に 日が

あ た るの に,居 住 者 は それ を 意 識 して い な か った 。 この原 因 と考 え られ るの は,朝 の 日射 が 強 くない

こ と と,部 屋 の 中 に あ ま り 日が 入 らな い 点 で,特 にA-4は 南 面 窓 が 真 南 か ら西 に16。 偏 い て い るた

め.室 内へ の 日の 入 りが 悪 い 。 また,夕 方 に つ い て も似 た 現 象 が 見 られ,A-5は14時 半 に は西 側 の

部 屋 は 日が あ た って い た の に,居 住 者 は 「夕方 に 少 しは あ た る」 とい う表 現 しか しな か った6!正 午

前 後 の 日照 に 関 して は この よ うな こ とは な く.朝 ・夕 よ りも正 午 前 後 の 日照 の 重 要性 を感 じ させ る。

ちな み に・A-7は ・ 朝 ・夕 は 日が あ た る が,「 昼 の一 番 い い時 に 日が あ た らな い 」 た め,引 っ越 そ
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うか と も考 え た と話 して い た 。 ③C-1は9時 過 ぎ か ら影 に な り始 め るの に ・居 住者 は東 側 の居 間 が

影 に な る11時 過 ぎの こ と しか 意 識 して い な か った 。逆 に・C-4やC-8は ・ 西 の部 屋 に は9時 半 頃

か ら日が あ た る が,東 側 に あ る居 間 は11時 まで影 とな って お り・ 居 住 者 は 「昼 に な らな い と 日が 入 ら

ない 」 と述 べ て い る 。 これ らはい ず れ も ラ ンクCで,被 害 意 識 が ほ とん ど ない た め 日影 状 況 に強 い 関

心が な い もの とは思 われ るが,や は り昼 間 の 生 活 の 場 で あ る居 間 の 日照 は.住 宅 に と って重 要 な もの

だ とい う ことが 言 え よ う。

以 上 の検 討 か ら,居 住 者 の意 識 す る 日照 と実 際 の 日照 との 差 は あ ま り大 き くない こど 正 午 近 くの

日射 が 強 い時 の 日照 は 朝 夕 の 日照 よ りも重 要 で あ る こ と・ そ して 床 面 か らの高 さや 部屋 毎 に 日照 を考

え る必 要 もあ り,特 に居 間 の 日照 は 重 要 で あ る こ と,が 明 らか とな った 。

7-2 日影被害 と日照の目標水準

次 に被 害度 と 日照 状 況 か ら,日 照 の 目標 水 準 を検 討 しよ う。 この た め に時 間 帯 や 床 面か らの 高 さ毎

に 日照 時 間 や 日射 量 を 求 め,そ れ を被 害 ラ ンク と比 較 す る こ と と した 。 日照 の計 算 は,6-2の(4)で

述 べ た鉛 直 面 の 日影 を 求 め るプ ロ グ ラムを 使 用 し,被 害 住 宅 の 南 側 の 窓面 の もの を 計 算 した。 な お,

2階 建住 宅 と被 害住 宅 との 関 係 の う ち,南 北 の棟 間間 隔 は ほ ぽ正 確 に 測定 で きた が,2階 建 住 宅 の高

さや軒 の 出等 は 測定 で きず,目 測 に頼 る しか な か っ た 。 これ で は 日影 の計 算 が 正 確 に行 え ない た め,

まず実 測 デ ー タの あ る12月1・15q7日 の 日影 を 計算 し,両 者 を 比 較 して実 測 と計算 が一 致 す るよ う

に軒 高 等 の デ ー タを調 整 した 。 一 部 に つ い て は増 築 後 の航 空写 真 が あ ったの で,軒 先 間 の距 離 を 調整

済 みの デ ー タ と比較 した と こ ろ,20～30㎝ 程 度 以 内の 差 しか な い こ とが わか った 。

こ う して得 た デ ー タを用 い,冬 至 日に つ い て,床 面,床 上0.5m,床 上1mの 高 さの 日照 状 況 を,

東西 方 向0.5m毎 に計 算 した。 日照 時 間 は8～16時,9～15時,10～14時 の正 午 を 中心 と した3種 類

の時 間帯 につ い て行 い,日 射 量 は8～16時 に つ い て 法 線 面 日射量,水 平 面 日射量,窓 面(鉛 直面)日

射量,の3種 類 を求 め た71図7-1に 計 算 結 果 の 例 を 示 した 。

50484746444240393736363636363636363636

床 上/、OM-37353433323232322928282828282828293235

19171615151414141213151719222427293235

床 上0、5M-20191817161616151314161820222527303235

21201918181717161415171921232528303335

床 面 一23212020191918171516171921242628303335

← 葱→ ← 葱→ 《鵡
齢 ひ

(A-5の9～/塒 の 間 の 日照 時 間を. 単 位0.!時 間
東 西50c皿 、上 下25cmの メ ッシ ュで示 した。)

図7-1 日照時間計算例

(1)被 害 ラ ン ク と 日照 状 況

図7-2は,被 害 ラ ン ク別 に 日照 状 況 を 示 した もの で あ る。 日照 時 間 は3つ の 時 間帯 と も示 した が・

日射 量 は 被 害 の 強弱 との 関連 の最 も強 か っ た水 平 面 日射 量 のみを示 した。また,分 譲住 宅 の東 西 の 長 さ
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注)Nα は奇数 のみ を示 した.o印 は居 間 中心 を示す.

図7-2日 照 状 況 の 比 較

は ほ ぼ9mで あ った が,図 に横 線 で示 した の は,そ の うち窓 の あ る長 さ約7mに つ い て の も ので あ り,

宅 地 分 譲 で 注 文 住 宅 を建 築 した例 に つ い て も,ほ ぼ その 窓 の 広 が りに対 応 させ て あ る。 そ して,居 間

の 中央 部 の 日照 を 図 中 に ○ 印 で示 した 。

まず 床 上1mで は,8～16時 で は ラ ンクAと それ 以 外 の 日照 時 間 は か な り重 な って い る。 しか し,

9～15時 で は,Aは1例 を除 き居 間 の 日照 が4時 間 以 下 で他 の部 屋 も大半 が4時 間 以 下 な の に,B●

Cは4時 間 以 下 の 部分 は ほ と ん ど な く,Dで は 日照 が5時 間 以 上 も あ る。 また,10～14時 に お い て も

B・Cは 大 半 で3時 間以 上 の 日照 が あ り,'特 に居 間 は数 例 を 除 い て そ うで,Dは4時 間全 部 あ た って

い るが ・Aで は 良 くて も3時 間 で,2時 間 前 後 の部 分 も多 い 。 この よ うに,床 上1mで は9～15時 と

10～14時 の 日照 時 間 に被 害 ラ ン クとの 関 連 が 認 め られ た 。 また,日 射 量 の 方 で は,水 平 面 日射 量 で は
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9～15時 の 日照 時 間 と似 たパ ター ンが み られ,AとB・Cと の境 が 日射 量70%あ た りの とこ ろ に あ る

よ うに 認 め られ た 。 しか し,日 照 時間 で判 別 す る よ りも よ り明確 に 区別 が で き る とい う とこ ろ まで は

いか なか った 。 そ して,法 線 面 や 窓面 日射 量 で は,被 害 ラ ン クと の関 連 は水 平 面 日射 量 よ り少 な くな

ってい た。

床上0.5mで も,8～16時 で は 被害 ラ ン ク との 関連 は あ ま り見 出せ なか った 。 しか し,9～15時 で

は,Aは4時 間 以 上 日照 が あ るの は ご く一 部 に 止 まる の に,B・Cで は一 部 を 除 い て4時 間 以 上 の 日

照が あ り,Dで は居 間 は ほ とん ど影 に な らな い 。10～ 玉4時で も,Aは ほ とん どが2時 間以 下 なの に,

B・Cは 全 体 が2時 間 以 上 で,し か もCは 居 間 が3時 間 以上,そ してDは 全 体 が3時 間以 上 で居 間 は

4時 間,と 差 が み られ た 。 なお,日 射 量 に つ い て は床 上1mと ほ ぽ同 じで,水 平 面 日射 量 では 差 が み

られ た が,日 照時 間 の方 よ り明 確 には な らな か った 。

最 後 に床 面 だ が,図 に見 る よ う に,い ず れ に お い て も異 な る被 害 ラ ンク間 に お け る 日照 時 間 や 日射

量の 重 な りが 大 き く,関 連 性 を 認 め る こ とは 困 難 で あ った 。 ラ ン クAで は床 上0.5mや1mと 日照 時

間が ほ とん ど変 化 しな い例 が あ るの に,B・Cで は 日照 時 間 の 短 くな る もの が あ り,両 者 の区 分 が不

明確 に な った の が そ の原 因で あ る。

以 上 の検 討 で,日 射 量 は計 算 が よ り複 雑 で あ るの に,日 照 時 間 よ り も被 害 ラ ンク との関 連 が 深 い 点

は見 出せ な い。 そ こで以 下 で は 日照 時 間 の み で 日照 の 目標 水 準 を 考 え てい くこ とに す る 。 なお,法 線

面 ・窓 面 日射 量 よ り も,水 平 面 日射 量 の 方 が 被 害 度 と関 係 が 深 か った とい う点 は,「 人 々 は室 内 とい

う水 平 面 で 日射 を受 け て い る の だ」 と理 解 す るよ り,む しろ 正午 前後 の 日照 の 重 要性 を示 す もの だ と

受 け とるべ きだ ろ う。 表7-2は,宮 崎 市 の 緯 度(北 緯32。)に お い て,正 午 の 日照 量を100と し

表7-2時 刻 に よ る 日射 量 の 差

8時

16時

8時 半

15時 半

9時9時 半

15時14時 半

10時10時 半

14時13時 半

11時

13時

11時 半

12時 半
12時

法 線

南向鉛直面

水 平

面

面

53

25

10

56

45

26

7182

5972

4359

8994

8290

7;84

98

96

93

99

99

98

100

1⑪0

100

た時 の 各時 刻 の 日射 量 を 冬 至 日に つ い て示 した もの で あ る。 正 午 と朝夕 の 日射 量 の差 の最 も大 きい の

は水 平 面 日射 量 で あ り,次 が 南 向鉛 直 面(窓 面 に相 当)で,法 線 面 日射 量 の格 差 が 最 も小 さい 。水 平

面 日射 量が 被 害 ラ ンク との 関 連 が 最 も強 い とい うこ とは,朝 ・夕 の 日照 よ り正 午 前 後 の 日照 の 方 が価

値 が あ る こ とを 示 唆 す る もの で あ ろ う。

〔2)日 照 の 目標 水 準 の 検 討

以上 の結 果 を も と に して,日 照 の 目標水 準 を考 え て い こ う。 目標 値 を 定 め るに あ た っ て まず 問 題 と

な るの は,被 害 ラ ンクA～Dの ど こを 目安 に して 目標 値 を考 え るか で あ る・ ラ ンクAは 深 刻 な被 害 を

受 けて い るの で,こ れ を 目標 にす るの は 問 題 に な らな い 。残 るはB,C.Dで あ るが・ ここ で はCを

基 準 に 目標 値 を 定 め る こ と と した 。Dを 選 ば な か った理 由 は後 に述 べ るが,Bを 選 ば な か ったの は,

①Bの 者 は 日影 を 及 ぼ してい る建 物 に 対 して 不 満 を有 して お り,「 あ き らめ た 」 とは 言 って も泣 き寝

入 りに近 い者 もお り,こ の点 か ら郊 外一 戸 建 住 宅 の 目標 水準 と して は 問題 が あ る・ ② 図7-2に 見 る

一109一



よ うに,ラ ン クBとCの 日照 状 況 は あ ま り差 が な い が・ 僅 か の差 でCの よ うに 日影 を 大 した 問題 だ と

思 わ な くて済 む の で あ れ ば,そ ち らを 目標 とす るべ きで あ る,と い う2つ の点 に よ る。

さて,先 に検 討 した床 上1m,床 上 α5m,床 面 の うち,床 面 は被 害 ラ ン ク との 関係 が 薄 か っ たの

で 目標 の設 定 で は除 外 され る。 そ して,床 上1mを 基 準 に と る と・ ラ ン クCの 大半 の ものが 得 てい る

9～15時 に4時 間,10～14時 に3時 間 が 目標 と な る。 ま た,床 上0.5mを 基 準 とす る と・9～15時 に

4時 間,10～14時 に 居 間 に3時 間 が 目標 と な る。 な お,床 上0.5mで は,10～14時 に2時 間 と い う目

標 も考 え られ るが,9～15時 に4時 間 の 日照 が あれ ば10～14時 に 日照 が2時 間 あ る の は 当然 なの で,

これ は 目標 か ら省 い た 。

検 討 の結 果,床 上0.5mの 方 を 目標 水 準 とす る こ とに した 。 そ れ は,① 床 上1mの 方 を 目標 とす る

と,ラ ンクBの 方 に9～15時 に4.5時 間,10～14時 に3,5時 間 以 上 の 日照 を 受 けて い る例 が 多 い とい

う矛 盾 が 生 じる。 ②床 上1mで9～15時 に4時 間 日照 な ら,床 上0.5mで は3～3.5時 間 の 日照 しか

得 られ な くな るが,ラ ン クBの 者 は ほ とん どが4時 間 以上 の 日照 を 得 て い る。 ③ 床 上0,5mで あ れ ば,

先 に明 らか とな った 「居 間 の 日照 が 重 要 で あ る」 とい う点 が 目標 に 含 まれ る,と い う3つ の 理 由 に よ

る 。

この よ うに床 上0,5mを 目標 の 基 準 に 選 ん で も,床 上1mほ どで は な い が,ラ ンクCよ り もBの 方

が 日照 に恵 まれ て い る ケ ー スが み られ る。 そ こで,こ れ らの 者 が な ぜ 南 側 の2階 建 に つ い て 不満 を も

って い るの か が 問題 と な る。BとCの 差 を種 々検 討 した結 果,増 築 時 の 南 側居 住 者 の 態度 と,日 影 に

な った 住 宅 の 家族 構 成 や 在 宅 時 間 が 影 響 を 及 ぼ して い る こと が わ か った 。 ラ ン クBで は,事 前 に2階

を 建 て る話 の あ った のは18例 中4件 に す ぎず,し か もそ の4件 も,こ の よ うに 敷 地 の 北 に 寄 せ て2階

が 建 つ とは思 って い なか った とい う こ とだ った 。他 方,ラ ン クCで は,宅 地 分 譲 を 除 い た14例 中の10

件 で 事 前 に2階 の話 しが あ り,増 築 後 に 「こん な に影 に な る とは思 って い な か った 」 とあ や ま りに来

た 例 もあ った 。 また,共 働 きの た め昼 間 い な い例 と,子 供 が い た ら大変 だ が い な い の で よ い,と い う

例 が 各2件 ず つ あ った 。

な お,ラ ンクCに も,先 に 選 定 した床 上0 .5mで9～ 正5時に4時 間,居 間 は10～14時 に3時 間,と

い う目標 値 に達 して い な い 例 が2・3あ る 。 しか し,目 標 値 と の差 は0 ,5時 間 以 内 で あ る し,し か も

C-1は 夫 婦 の み で 子 供 が な い た め,居 間 の 日照 しか 意 識 して いず,C-2は 共 働 き で昼 間 は不 在,

C-3も 子 供 が い な く,C-6は 借 家 と な って い る,と 理 由 の あ る こ とが わ か った 。 や は り一 般 の 状

況 に関 して は,先 に 設 定 した 目標値 の 日照 が 必 要 だ ろ う。

また,A-9とB-1は,同 じ ラ ン クの者 と異 な る 日照 状 況 を示 して い る 。A-9の 世 帯 は,も と

も と良 い 日照 を 求 め て 団 地 へ転 居 して き た も ので,幼 い子 供 の い る 関係 で,住 宅 の 日照 よ り も,幼 稚

園 か ら帰 宅 した子 供 が遊 ぶ庭 の午 後 の 日照 を 問 題 と して い る も の で あ る 。B-1は 被 害住 宅 も2階 建

で,1階 に は3部 屋 あ り,う ち 日照 の悪 い2部 屋 は客 間 で平 常 は使 わ ず,干 物 は2階 の ベ ラ ンダを 使

っ てい る とい う もの だ った が,泣 き寝 入 りに近 い 感 じも受 け た 。

続 い て,冬 至 日以外 の 日に お け る 日照 状 況 が被 害 ラ ン クに影 響 して い る 可能 性 もあ るの で,同 じよ

う に して 大 寒 の 日の 日照 と被 害 と の 関係 を 検 討 した 。 そ の結 果,大 寒 に は ラ ン クAの 世帯 に あ る程 度

日照 が 良 くな る例 が あ り,B・Cと の 区別 が 冬 至 よ り不 明確 とな る こ とが わ か った 。 や は り,日 照 の

目標 と して は,一 般 に広 く用 い られ てい る冬 至 日の方 が 適 切 で あ る 。

こ う して・ 「冬 至 日に床 上0 .5mで9～15時 に4時 間,10～14時 に居 間 に3時 間 の 日照 が あ る こと」
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を 目標 に選 ん だわ け だ が・ これ は ラ ン クCを 基 準 と した もの で あ り,よ り 日照 に 恵 まれ,Bと も明 確

に区別 で き る ラ ンクDを も とに 目標 を定 め る こ とも考 え られ る。 こ こで そ う しな か った理 由 は,次 の

2つ で あ る。 ① こ こで 問 題 と して い る の は,一 戸 建 住 宅 の ミニ マ ム レベ ル で あ る。従 っ て,現 実 に ラ

ンクCの 者 が 日影 を 問 題 と して い な い 以上,そ れ を 目標 に して よ い と思 わ れ る 。 ② こ の調 査 の 対象 と

した の は,従 来.非 常 に 日照 に恵 まれ て い た世 帯 で あ る 。従 って,ラ ンクCで も,一 般 の 都 市住 宅 の

水 準 か らみ た ら,か な り高 い 基準 と考 え られ る 。例 え ば,こ れ まで の 研 究 で は8!日 照3～4時 間 が

日照 に対 す る満 足 と不 満 足 との境 だ と され て い る が,こ こで 目標 と した4時 間 と3時 間 とい う値 は,

時間帯 を 限 定 して お り,し か も床 上0.5mの 値 な の で,よ り レベ ル の 高 い 目標値 で あ る。

なお,今 回調 査 した項 目の う ち,プ ライ バ シー に つ い て は,こ の 目標値 を達 成 して も問題 が残 る

と思 われ る。 この問 題 を あ げた の は4世 帯 で,い ず れ も南側 住 戸 の2階 北側 に比 較 的 大 きな 窓が あ り,

ラ ンクDに も1例 あ った。 北 側 に 大 きな 窓 は あ って も,「 視 線 は気 に な らな い」 とい う例 もあ ったが,

プラ イバ シ ーの点 か ら,2階 北 側 の 窓 は 高 窓程 度 に 止 め るのが 望 ま しい 。

7-3 ま と め

以上 の検 討 か ら,調 査 地 の 居 住 者 に不 満 を生 じ させ な い 日照 の水 準 は,冬 至 の 日に,住 宅 の床 上

α5mに おい て9～15時 の6時 間 の 間 に各 部屋 に4時 間 の 日照 が あ り,そ れ に 加 え て居 間 に は10～14

時の4時 間 中 に3時 間 の 日照 の あ る こ とだ,と 思 わ れ る。 この レベ ル を 満 足 す れ ば,日 照 上 の 大 き な

トラブルが 生 じ る こ とは まず 考 え られ な い 。

と ころで,こ の値 は宮 崎 市 の 郊 外 団 地 で の 調 査 を も とに した もの な の で,そ の適 用 範 囲 に は お のず

と限 度 が あ る と思 わ れ る 。 日照 へ の 要 求 は,緯 度,気 候,居 住 者 の居 住 歴 や 家族 の状 況,周 辺 の 日照

状況 な どで 変 化 す る と考 え られ るか らで あ る。 そ の 際 に 重要 な こ とは,た だ単 に 日照 時 間 の み で な く,

日照 の時 間 帯 とそ の測 定 位 置 に留 意 す る こ とで あ り,日 照 の 目標 水 準 は この3要 素 に よ って設 定 され

な けれ ば な らな い 。

建築 基 準 法 第56条 の2の 日影 規 制 は,日 照 時 間 の も と とな る時 間 帯 と して8～16時 を,測 定位 置 と

して は低 層 住 宅地 で あ る第1種 住 居 専 用 地 域 に お い て も地上1.5m(ほ ぼ 床上1mに 相 当)を 定 め て

い る。 しか し,建 築 基 準 法 は全 国 に関 す る最 低 の 基 準 を 示 した もの で あ り,日 照 へ の 要 求 が 高 く,ま

たそ れが 可 能 な 地 区 に お い て は,積 極 的 に よ り高 い レベ ル を求 め てい か ね ば な らな い・ ちな み に,東

京 地 区 にお け る 日照 紛 争 に関 す る判 例 を 調 べ て み て も,か な りの もの で 時 間 帯 と して9～15時 が採 用

され て お り、測 定 位 置 も床 面 地 上1m,地 上1,5mな どが 混在 して、・るの が わ か る9≧ 今 後1ま,全

国 一律 の レベ ル に と らわれ る こ と な く,住 宅 地 の特 性 に 応 じた 日照 の 目標 水 準 を 追求 して い くこ とが

必 要 だ ろ う。

注1)松 浦邦 男,中 村泰人,中 村幸彦,「 京都市 にお けるアンケー トと実測 による日照調査,そ の1～ そ

の4」,日 本建築学 会大 会学術講演梗概集(1973年,お よび1974年)や,伊 藤克三,佐

藤 隆二,大 野 治代,「 川 西市 にお ける居住環境の調査研 究,そ の3」,日 本建築学会近畿支部研究

報告集(1975年)な ど。

2)高 見散志 「独立住宅地 の密度 と居住環境に関す る計画技法的研究 」,日 本都市計画学会学術研究発
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表会論文集,第14号,(1979年)

3)西 川馨,他 「住 宅団地計 画における 日照 と密度の研究,そ の1」,日 本 建築 学会論文報告 集,

第238号,(1975年)

4)青 木正夫,他 「棟方位の変化 による住み方への影響 につい て,そ の1～2」,日 本建築学 会大会

学術講演梗概集U972年)

5)宮 崎 日日新 聞,「 団地 ミセス&ミ セ ス」欄の 日照権 シ リーズ(1977年10月9日 ～14日)

6)こ の居住者 は,冬 季の夕方は,西 側の部屋で過ごす とい うことだ った。 他に も ランクAに は1日 の

うちで部屋を移動す る例があ り,移 動 が居住者 の生 活上の負担 ともな っていた。

7)日 射量は ブーガ ーの式よ り求めたが,大 気透過率Pは 宮 崎では測定 されていなか った。 そ こで,他

都市のデ ータと宮崎の大気 の汚染され ていない点 か らP=0.75と して 日射量を計算 した。

8)注1)に 示 した文 献を参照せ よ

9)岡 本好弘 「日照紛 争事例集 」(1979年)や,ジ ュリス ト 「特集 日照権 」(1974年)等 を参

照せよ。
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第8章 一戸建住宅地の配置計画の検討

前章 で は,宮 崎 市 の 郊 外 団 地 の 調査 を も とに,郊 外 一 戸 建 住 宅 で 目標 とす る 日照時 間 は,冬 至 の日

に床上0.5mの 高 さ にお い て,9～15時(真 太 陽時.以 下,時 刻 は原 則 と して 真太 陽 時 で 示 す)に4

時 間,居 間 に は10～14時 に3時 間,と い う値 が 適 切 だ と判 断 した 。 この 値 は,宮 崎市 にお け る調査 に

基 づ い た もの で は あ るが,他 の 地 域 に 関 して もあ る程 度 有 効 な もの と思 わ れ る 。 ま た,た とえ 目標 値

が若干 違 って も,こ の 値 を も とに 考 え た住 宅 地 の配 置計 画上 の留 意 点 が 参考 に な る面 も多 い と考 え ら

れ る。従 って,前 記 の 目標 日照 時 間 を得 る に は,ど の よ うな点 に留 意 して一 戸 建 住 宅 地 を 計 画 すべ き

か,ま た,ど の よ う な配 置 計 画 が 望 ま しい か,を 明 らか にす る こ とは,有 意 義 で,同 時 に 必要 な こ と

であ る 。

さて,こ れ ま での 住 宅 地 の 配 置 は,隣 棟 係 数 に よ って考 え られ て い た,と 言 っ て ほ ぼ間違 い な い。

しか し,こ の隣 棟 係 数 は,も と も と南 方を 向 い て東 西 方 向 に十 分 長 い 建 物 に 関す る もの で あ る。 隣 棟

係数 で は,方 位 の回 転 まで は 考 え る こ とが で き るが,道 路 や 棟 の 間 か らの 日照,区 画 並 び のず れ 等 に

は対応 す る ことが で きず,配 置 計 画上 の工 夫 を 評 価 す る こ と はで きな い 。 しか し,現 実 に は棟 間 か ら

の 日照 な ど も重 要 で あ り,前 章 の調 査 で も,こ れ が 影 響 して い る例 が見 られ た1!

第6章 に お い て,切 妻屋 根 や寄 棟 屋 根 を もつ建 物 によ る 日影 時 間 を計 算 す る プ ロ グ ラム を作 成 す る

こ とが で きたが,こ れ を 用 い れ ば,影 が 互 に複 雑 に影 響 しあ う住 宅 地 の 日照 を 計 算 す る こ とが で き る。

そこで,本 章 で は これ を 用 い て,先 の 日照 の 目標 値 を 満 足 させ るた め に は一 戸 建 住 宅 地を どの よ うに

計 画す べ きか につ い て検 討 を行 う。

8-1 検討対象 と住宅タイプの選定

(1)住 宅 の緯 度 と方位

建 物 の影 は緯 度 に よ って異 な る。 そ こで,ど こに つ い て検 討 を 行 うか が問 題 と な る。 こ こで は,

32。N,35。N,38つN(Nは 北 緯 を表 わ す)の3地 点 を 対 象 とす る こ と と した 。32。Nは こ の 目標 日

照時 間 を定 め る調 査 を行 った 宮崎 市 の緯 度 で あ る。35。Nは 日 本 で 人 口 の集 中 して い る太 平 洋 ベル ト

地 帯 の ほ ぼ 中間 に 相 当 し,静 岡 市,名 古屋 市,京 都 市 な どの 緯 度 に あ た る 。38。Nは,緯 度 が 更 に高

くな った場 合 の 状 況 を検 討 す るた め に対 象 に加 えた もの で,ほ ぼ 仙 台 市付 近 の緯 度 で あ る・

住 宅 の主 要 開 口面 の方 位 は,真 南 向 きの 場 合 と,そ れ か ら10。,200,30。 回 転 した場 合,の 計4

種 類 を検 討 した 。 団 地等 を み る と,す べ て の住 宅 が 真 南 向 き とい う もの は稀 で,ほ とん どで方 位 の回

転 がみ られ るの で,こ の4種 類 と した もの で あ る2)な お,真 南 か ら東 に 回転 す る場 合 と・ 西 に 回転
　

す る場 合 とで は,日 影 の 状 況 は対 称 と な り,日 照 を 得 るの に 必 要 な 隣棟 間 隔 は同 じとな る・ そ こで,

以下 で は回 転 角(以 下 「θ」 と略 す)の み を 考 え,東 西 の ど ち らに 回転 して い るか は問 わ な い 。

また,こ の よ うに θが0～30。 を対 象 と した が,こ れ は30。 まで は 真 南 向 き と同 じ目標 日照 時 間 で

良 い と判 断 した とい う意 味 で は な い 。前 章 で の調 査 を 行 った 住 宅 の θは,大 半 が20。 以 内で,最 大25。
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で あ ったが,特 に 方 位 の 影響 は見 出せ なか った ・ しか し,30。 程 度 か ら南 向 き との 差 が 出 は じめ ると

い う報 告 も あ る31ま た,θ が大 き くな る と,あ る 日照 時 間 を得 られ る限 度 ま で南 北 の 隣 棟 間 隔 を狭

く した場 合,住 戸 の奥 に ま で 日の入 る時 刻 に影 とな り,日 照 が室 内に あ ま り入 らな い とい う現 象 が生

じる 。従 って,20。 程 度 ま でを 南 向 き と同 一 に 扱 うの は 問題 な い と思 わ れ るが.30。 を 同一 に扱 うの

に は疑 問 もあ る。 以 下 で は こ の点 に も留 意 して 検 討 を 行 う こ と とす る。

(2)住 宅 方 位 と東 西長 さの影 響

実 際 の 住 宅 の 日影 を計 算 す る前 に,方 位 と東 西長 さの影 響 に つ い て検 討 した 。 まず,最 も簡 単 に配

置が 扱 え るの は,同 一 断 面 で 東 西 方 向 に 十 分長 い建 物 の場 合 で,隣 棟 係 数 を用 い て必 要 な南 北 の 隣棟

間 隔 を 容 易 に 求 め る こ とが で き る。 そ こで,隣 棟 係 数 を εと して,ε と 回転 角 θ との 関係 を 示 した の

が 図8-1で あ る 。 こ の図 か ら,9～15時 の間 に4時 間 の 日照 を 得 る た め の ε と,10～14時 に3時 間

の 日照 を得 る た め の εとで は,θ が小 さい 間 は前 者 が 大 き いが,θ が10。 を 超 え た と こ ろで は両者 が

一 致 して い くこ とが わ か る 。従 って ,以 下 で はよ

り条 件 の 厳 しい9～15時 に4時 間 とい う指標 を 中

心 に 考 察 して い く。
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な お,図8-1で は9～15時 に4時 聞 の 日照 を

得 るた め の εが,10～14時 に3時 間 の 日照 を 得 る

た め の εを 下 まわ る こ とは な い が,こ れ は建 物 が

東 西 に 十 分 長 い 場 合 に 関 す る もの で あ り,長 さが

有 限 の場 合 は こ うな る とは 限 らな い 。特 に,後 に

図8-4で 示 す よ うに,建 物 の 東 西 幅が 狭 い 場合

に は,9～15時 の6時 間 の 間 に4時 間の 日照 は あ

るが,10～14時 の4時 間 の 間 の 日照 は3時 間 未 満

しか な い,と い う部 分 が か な り生 じる 。

次 に,最 も広 く見 られ る東 西方 向 に棟 の あ る切

妻 屋 根 の建 物 に つ い て,2階 建1棟 だ け建 って お り周辺 か らの 日影 は な い場 合 に 関 し,必 要 な南 北 隣

棟 間 隔 の 大 き さを.建 物 の 東 西長 さ毎 に求 め よ う。 この た め に は,建 物 の 軒高,軒 の 出 な どの 寸 法 が

必 要 と な るが.こ れ らは図8-2の よ うに定 め た 。 これ は,第6章 で扱 った切 妻 屋 根 建 物 の 厳 密解 モ

デル と同 じ く,宮 崎 県 住 宅供 給 公 社 の分 譲 住 宅 の標 準 的 設 計 を も と に定 め た も ので あ る 。な お,後 に,
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H(軒 高 十 屋 根 厚)

七1/
階3.45m

2階6.30m

H。(床 高)0.60m

s(軒 の 出)

平 側0.60m

妻 側0.45m

t1(棟 瓦 高)0 .20m

t2(軒 厚)0.20m

建 物 寸 法 の 設 定

屋 根 勾 配 や軒 の 出が 違 う場 合 や,寄 棟 屋 根 と した

場 合 等 のゆ 屋 根 の 形 の 影 響 に つ い て も検 討 す る。

日照 時 間 は,第6章 で行 った よ うに,α5mメ

ッシ ュの 交 点 につ いて 計 算 す る 。住 宅 地 の 配 置計

画 で は,0.1m,α2mと い った寸 法 まで は あ ま

り考 え ず,こ れ らは誤 差 の 範 囲 に入 る と考 え た か

らで あ る。0.5m単 位 に考 えた 結 果,隣 棟 間 隔 が

僅 か だ け安 全 側 の 値 と な っ てい る。

図8-3は,35。Nに つ い て,床 上0.5mで9
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～15時 の間 に4時 間 の 日照 を得 る

のに必 要 な 南 北 の棟 聞 距 離(以 下

これ を 「d」 と略 す)を,建 物 の

東西 長 さ0.5m毎 に示 したものであ

る。 こ のdは2階 の外 壁 の 北端

か ら建物 に直角 に測 った もの で あ

り,軒 先 か らの距 離 で は ない 点 に1%

注意 す る必 要 が あ る 。図8-3かg
!

ら,θ が100以 上 で は建 物 の 東 西 ノ
8/

幅が4～5mま で はdが 増 加 す る!!

が,そ れ以 上 東 西 に長 くな って も73

dは 変 化 しな い の に対 し,θ が0。

で は東 西長 さ16mで や っ とdが 伸

d 0=20。
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図8-32階 の 東 西 幅 とd

び な くな る こ とがわ か る4≧ な お.32・Nと 認 ・N}こ つ 、、て も検 討 した が,ほ ぼ35・Nと 同 じ傾 向 を示

す こ とがわ か った 。

図8-3を も とに して,建 物 の 東 西方 向 の長 さを4m以 下 に抑 え れ ば隣…棟 間 隔 を短 くで き る,と 考

え るの は早 計 で あ る 。 それ は,第1に,図8-4の(a)に 見 る ように,建 物 の東 西 長 さが短 くな ると,

9～15時 に4時 間 の 日照 とい う条件 よ り も,10～14時 の 間 に 居 間 に3時 間 の 日照 が あ る とい う条件 の

方が 大 きな 制約 とな る こ とが あ る か らで あ る 。第2に,よ り重 要 な 点 で あ るが,実 際 の住 宅 地 で は2

階建 は1棟 とは限 らず,何 棟 もあ るの で,そ れ に よ る複 合 日影 が生 じる のが 通 例 で あ る。 図8-3は

1棟 の みの 場合 を 示 した もの で あ り,現 実 の住 宅 地 に その ま ま用 い る わ け に はい か な い。

この他 に も,千 鳥 配 置 の 問題 が あ る 。一 戸 建 住 宅 では,東 西 の棟 の間 の空 地 か らの 日照 が あ るた め,

日影時 間 が 同 じと こ ろに 線 を ひ い て考 え る と,図8-4の(d)の よ うに鋸 歯 状 とな る ことが あ る。 そ こ

で,こ の歯 の間 の 日照 の 良 い と ころ に北 側 住 宅 を 配 置 してdを 節約 しよ う とい うのが 千 鳥 配 置 で あ る。

これ らの 問題 につ い て は,実 際 の住 宅 地 を仮 定 し,そ の 日影 を計 算 して詳 し く検 討 す る こ と とす る。

(3)住 宅 タイ プの 選 定

住 宅 タイ プの 選 定 にお い て,ま ず問 題 と な る の は,延 べ 面 積 を い く らにす るか とい う点 で あ る。 建

築統 計 年報 によ る と,近 年 の新 築 住 宅 の規 模 拡 大 は著 し く,平 均 で は 昭和54年 度 に90㎡ を 超 え,最 近

は100㎡ 前 後 と な っ て い る 。住 宅 の 区分 別 で は,建 築 主 が 自分 で建 設 した 持 家(注 文 住 宅)は 平 均

120㎡ ほ ど に な って い るが,分 譲 住 宅 は80㎡ 台 と,同 じ持 家 で もか な りの 格 差 が あ る 。本 研 究 の 対

象 と して い る一 戸建 住 宅 は,一 般 に都 市 部 の持 家 なの で,以 下 の検 討 で は92.5㎡ 前 後 の もの(Aタ

イ プ)と110㎡ 前 後 の も の(Bタ イ プ)の2種 類 を 扱 う こ と と した 。 なお,こ の面 積 は建 物 の外 形

寸 法 に よ る もの な の で,通 常 行 われ て い る真 々 によ る計 算 で は,こ れ よ り3㎡ 前 後狭 くな る もの と思

わ れ る 。

表8-1に,こ う して選 定 した住 宅 タ イ プを 示 した 。 住 宅 の 南 北 幅 は,総2階 タイ プ のみ は6.5m

と し,他 は す べ て7.Omに 統 一 した。 南 北 幅 を 厚 くす れ ば 敷 地 を節 約 す る こ と もで き るが,住 宅 自体

の 開放 性 は低 下 す る 。今 回検 討 す るの は住 宅 の 平 面 計 画 の 影響 で は な く,配 置 計 画 で あ る ので ・ 南北
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表8-1住 宅 タ イプ の 選 定

一/階
_2階 タイプ 規模峠瑠=≦躇)

A

タ

イ

プ

a ロヨ[己
南2階

タイプ 1綴8}92㌔

a' 匹ヨ 凹
北2階

タイプ 1瓢8}92・,
、

a" [[][口
南北軸

タイプ 1騰1}92・5ウ

b 日 高度地区
タイプ 1瓢8}92・ ・,

C 口 総2階
タイプ 搬1:1}92・.

B

タ

イ

プ

a [ヨ[己 南2階
タイプ

1琶:瓢8}…
、隻

b 日
高度地区

タイプ 1818美llll・ … 馬

C 口 総2階
タイ プ 1:1菱1:ll・ … 臥

@ 旧Eヨ 南2階 の
変形

11:8美ll81・ ・9
・。

,

8-2各 種 配 置 計 画 の 比 較 検 討

(1)住 宅 タイ プ毎 の 必 要 敷 地 面積

以上 の 準備 を も とに,一 戸 建 住 宅 に つ い て配 置計 画 の 比 較検 討 を行 う。 検 討 の方 法 は,ま ず住 宅 の

東 ・西の外 壁 後 退 距 離 を 各1.5mと 考 え,東 西 に3mの 間 隔 を 置 い て 同 じタ イ プの住 宅 が 建 った場 合

の床上0.5mの 日影 の 状 況 を,0.5mメ ッ シ ュに つ いて 計 算 す る。 そ して,そ の住 宅列 の北 側 に も 同

タ イプの 住宅 が 建 つ と した 場 合,9～15時 の間 に4時 間 の 日照 が あ り,そ の一 部 に は10～14時 の 間 に

3時 間の 日照 が あ る(こ の 位 置 が居 間 とな る)た め に必 要 な2階 部分 か らの 棟 間距 離dを 求 め た 。

なお,現 実 の住 宅 で は,東 西 の端 まで 窓 が あ る こ とは少 な く,大 半 は端 が 壁 とな って い る。 そ こで,

上 述 の 日照時 間 は,住 宅 南 面 の う ち東 西 両 端 の 各1mに は確 保 され な くと もよ い もの と した 。 前章 の

目標 日照 時 間 の選 定 にお い て も,こ の 東 西 両端 の 日照 時 間 は除 外 して 考 え てい る。 また,こ こで求 め

たdは2階 外 壁 の北 端 か ら測 った 棟 間 距 離 な の で,

A-aの よ うに2階 が1階 北 端 よ り南 に あ る場 合

には,1階 の 間 の距 離 はdよ り狭 くな る。 この よ

うにdを と った の は,日 影 は大 半 は2階 の 影 響 で

決 まるた め,配 置計 画 に お け る南 北 の 棟 間距 離 と

して は2階 北 端 か ら測 った方 が 明 快 で あ るた め で

あ る。

日影 の 状 況 は,同 じ住 宅 タイプであ って も2階 の

位 置 によ って変 化 す る 。 ま た,道 路 が 南 北 に 通 っ

て い る場 合 に は,道 路 か らの 日照 も あ る。 そ こで

配 置形 式 は 表8-2に 示 した も のを 試 み た 。 南 北

の道 路 幅 は6mと して い る 。 な お,道 路 の 影 響 と

して は,東 西 に通 るも の の方 が 日照 上 の 意 味 は大

表8-2 配 置 形 式

イ 自由 に配 置す る. 旧E口 日

口

2階 を等間隔に並べ

北側住戸 を最 も日照

の良い位置におく.

(一般に千鳥配置)

1・E口EコE

近ヨ日E
・・[ヨ[ヨ[正

ハ

ロ と同 じだ が 、2階

を/階 のど こに裁 せ

る かを指 定す る. ノ

ロ の1・2・3の うち の

/つ に限 定す る

鶴日 日 嚢二 道路を南北に通す

ホ

、
道路を南北に通して

2階 を中央か端に寄

せ る.

麟[ヨ 日 蔭

購日 ロヨ馨

一117一



表8-3 住宅タイプ別の必要面積

N o
Aタ イ プ Bタ イ プ

a a' a「' b C a b C ④

,

32

9

0
イ9、0-163

ロ8、5-156

イ9、0-200
ロ8.5-194

イ10、0-213

ロ9、0-200

イ9、0-148

二8、5・143

イ9、0-157
二8、5-152

イ9、0・195

ロ8.5-188

イ9、0-169 イ9、0-178
二8、5-173

イ9、0-182

ホ8、5-175

0

10
イ8、5-156 イ8亀5-194 イ9、0-200

ロ8.5-194

イ8、5-143 イ8、5・152 イ8、5・188 イ8、5・163 イ8、5-173 イ8、5175

9

20
イ8、5-156
ロ8、0-150

イ8,5-194

ロ7.5-181

イ8,5・194

ロ7.5-181

イ8、5-143 イ8、5-152

ロ8.0-146

イ8、5-188

ロ8.0-180

イ8、5-163 イ8、5・173

ロ8、0-167

イ8、5-175

,

30 イ8、5-156

ハ7、5。144

イ8、5-194
ロ7、0-175

イ8、5-194

ロ6,5-169

イ8、5-143 イ8,5-152

ロ7,5-141

イ8、5-188

ハ7、5-173

イ8、5163 イ8、5-173

1]8、0-167

イ8覧5-175

0

35

0

0 イ10,0-175
ロ9、5469

イ10、0-213

ロ9.5-206

イ11、0-225

ロ10,0-213

イ10、0-160

二9、5-154

イ10、0・167

二9,5-162

イ10、0・210

ロ9.5-203

イ10、0-182 イ10、0-190

二9、5-184

イ10、0-196

ホ9.5-189

0

10 イ9,5-169
ロ9、0-163

イg、5-206

ロ9.0-200

イ10、O-213

ロ9.5-206

イ9、5-154 イ9・5-162 イ9、5-203

ロ9.0-195

イ9、5・176 イ9、5-184 イ9、5-189

●

20 イ9、5-169
ロ8覧5-156

イ9、5。206

ロ8.0-188

イ9,5-206

ロ8.5-194

イ9、5-154 イ9、5-162

ロ8、5452

イ9,5-203

ロ8.5-188

イ9、5・176 イ9、5-184

ロ9.0-178
イ9、5-189
ロ9.0-182

◎

30 イ9、0-163
ハ&0-150

イ9、0-200

ロ7、5-181

イ9,0-200

ロ7、5-181

イ9、0-148 イ9、0-157

ロ8.0-146

イ9、0-195

ロ8.0-180

イ9、0-169 イ9、0-178

ロ8、5・173
イ9、0-182

0

38

0ら
イ11、0-188

ホ10、5-181

イ11、0・225

ホ10、5-219

イ12、0・238

ロ11、5-231

イ11、0-171

二10、5-165

イ11、0-177

二10、5-172

イ11、O・225

ロ10、5-218

イ11、0鴨195 イ11、0-201

二10.5-196
イ11、0-210

ホ10、5-203

`

10
イ11、0-188

ロ10・5-181

イ11、0-225

ロ10、5-219

イ11、5-231

ロ11、0-225

イ11、0-171 イ11、0-177 イ11、0・225

ロ10、5-218
1

イ11、0-195 イ11、0-201 イ11、0-210
ロ10 、5-203

`
20

イ10,5-181

ハ9、5-169

イ10,5-219

ロ9、0-200

イ10,5・219

ロ9.5-206

イ10、5-165 イ10、5-172

ロ9、5-162

イ10、5-218

ハ9,5-203

イ10、5-189 イ10、5-196

ロ10.0-190
イ10、5-203

ロ10、0-196

0

30
イ10、0-175

ハ9、0-163

イ10、0曽213

ロ8.5-194

イ9、5-206

ロ8.5-194

イ10、0-160 イ10、0-167

ロ9、0-157

1

イ10、0-210

ハ9、0-195

イ10、0-182 イ10、0-190
ロ9.5-194

イ10、0-196

ハ9、5-189

面 積 12、5×(4+の 12,5x(7+d) 12、5×(7+d) 114x(4+d) 10、1x(6、5伺)

1

15x(4+d) 13x(4+d) 11、5x(6、5+d) 14x(4+d)

注)い ず れも、配 置 形式(表8-2参 照)、dm、 面積m2の 順

上 欄 は配 置 イ 、下欄 は イ以外 の配 置で 、敷 地 面積 が最小 と な るもの

きい が,こ の影 響 に つ い て は こ こで は考 え ず,(3)の 住 宅 地 と しての 検 討 で扱 う

表8-3は,こ う して 求 め たdと 必 要 敷 地 面 積 を 示 した もの で,各 欄 と も上 段 は2階 の 配 置を 限 定

しな い 配 置 イを 示 し,下 段 は そ れ 以外 の配 置 でdを 最 小 にす る もの を 示 した。 配 置 を 工 夫 して もdが

配 置 イ と変 わ らない 場 合 は,下 段 は空 欄 と した。 な お,0.5mメ ッシ ュで 考 え てい るた め,こ う して

求 め たdは 若 干 安 全 側 の 値 とな って い る 。 また,表 の値 に は直 接 関係 な いが,敷 地 北 側 の 外 壁後 退 距

離 も,東 西 と同 じ く1.5mと 考 え た 。

表8-3か ら,Aタ イ プの 住 宅 を検 討 しよ う。 まず2階 の位 置 が 自由 な配 置 イで は,a"を 除 き,

す べ てdが 同 じ値 に な って い る。2階 位 置 が 自由 だ と,東 西 の棟 間間 隔が3mし か 保 障 され てい ず,

そ こか ら得 られ る 日照 は大 した もの で は な い た め で あ る 。

南 北 軸 タ イプ のa"は,2階 の 東 西 幅 が狭 い の で,図8-3か ら考 えdが 小 さ くな る ので は ないか

と思 って い た 。 しか し,実 際 に検 討 す る と,∫複 合 日影 が生 じ,し か も棟 が 南 北 方 向 の た め に棟 高 が影

に影 響 す る結 果,か え っ てdが 多 く必 要 な こ とが わ か った 。 配 置 を工 夫 して ロの千 鳥 配 置 とす る とか

な りdが 少 な くは な るが,他 の タ イプ に 比 べ る と まだ広 い 敷 地 が 必 要 で あ る。

a"に 次 い で広 い敷 地 面 積 を 必 要 とす るの は,2階 を 北 に 寄 せ たaク で あ る。 配 置 イで はdがaと

同 じだ け必 要 な の で,2階 がaに 比 べ て 北 に寄 った3m分 だ け面 積 が 広 くな る。 ロの 千 鳥 配 置 に す る

と,1階 の 日影 の影 響 が 少 な い分 だ けaの 配 置 ロよ り もdの 減 少 が 多 い が,そ の 差 はせ い ぜ い0,5m
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で,2階 位 置 の3mの 差 を 埋 め る こ とは で きな い の は も ちろ ん,aの 配 置 イよ り も広 い面 積 が 必要 だ

った 。

これ らの 検討 か ら・2階 を 南 に 寄 せ る こ とは・ 一 定 の敷 地 で よ い 日照 を得 るた め の重 要 な手 法 で あ

るこ とが わ か る 。 た とえ 千 鳥 配 置 に して棟 間 か らの 日照 を利 用 して も,2階 を北 に寄 せ る と,南 に寄

せ る場 合 よ り広 い敷 地 が 必 要 とな るの で あ る 。 な お、a',a"は,同 程 度 の延 べ 面 積 を もつ平 家 住

宅を建 て る場 合 と比 較 して も,よ り広 い敷 地 を必 要 と した51

この よ うに・aはa■ ・a"よ り も 日照 的 に好 ま しい が,b,cは このaよ り更 に狭 い敷 地 面 積 し

か必 要 と しな い 。bは 厳 しい 高度 地 区 の制 限 い っぱ い に建 てた よ うな形 態 の住 宅 で,配 置 イで はす べ

ての θにお い て最 も狭 い 敷 地 で済 ん で い る 。cは 総2階 タ イ プで,a9と 同 じよ うに2階 北 端 が1階

北端 と一 致 して い るが.建 物 が東 西 に 短 い の で敷 地 の東 西 幅 が 少 な くて済 む た め 広 い敷 地 を 必 要 と し

ない 。 そ して θを 大 き く して 千鳥 配 置 に す る と,bよ りも狭 い 敷 地 で済 ん でい る。 な お,2階 の 東西

の棟 間距 離 が3mと 短 い に もか か わ らず千 鳥 配 置の 効 果 が あ るの は,cは 建 物 の 東西 長 さが7.1mと

短い ので,僅 か の距 離 で も有効 に利 用 で き る た めで あ る。 しか し,bで は東 西 が8.Omの 長 さが あ り,

しか も1階 部分 の 日影 も影響 す る た め,千 鳥 配 置 に してdを 少 な くす る こ とは で きなか った 。

以上 で検 討 した表8-1の 住 宅 は,す べ て1,2階 と も形 が 長方 形 で あ る。 そ こで,形 を よ り複 雑

に 工 夫 す る こと に よ って,東 西長 さが 短 い とdが

表8-4そ の他 の タイ プ 小 さ くな る現象 や
,千 鳥 配 置 の利 点 を 生 か せ ない

規模

[ヨ1:瓢8+3・5×1・O」g2潅

日1:1委1・;.、,× 、 。lg2、 乳

敷 地(35。N)

206--162m2

30。 ・・156ウ

30◎ ・-147〃

注)い ずれも配置形式を限定する必要がある

か,と 種 々検討 した 。そ の結 果,表8-4の よ う

な タ イプ を見 つ け る こ とが で き たが,い ず れ も θ

を 大 き くせ ね ば な らず,ま たb,cよ り更 に狭 い

敷 地 で 済 む とい う こ とは なか った。 θが小 さい と

ど う して も複 合 日影 が生 じ,dを 短 くす る こと は

非 常 に困難 で あ った 。

な お,道 路 を 南 北 に通 す配 置 二や ホが θ=0。 で 効 果 を 有 して い るの は,図8-4(b)の よ うに幅6

mの 道 路 が3棟 の2階 の影 が重 な るの を 妨 げ るた め で あ る。 θが大 き くな る と3棟 以 上 に よ る複 合 日

影 が生 じに く くな るた め,配 置 二,ホ が有 効 に作 用 す る こ とは な くな った 。

次に,面 積 が 広 いBタ イ プ を検 討 しよ う。棟 が す べ て 東 西 方 向 に通 って い るた め,配 置 イで はdが

同 じに な ってい る。Aタ イプ と同 じ く,配 置 イで はb,c,aの 順 に広 い敷 地 が必 要 だ が,b,cと

aと の 敷地 の 差 が拡 大 して い る のが わ か る。 これ はaの2階 が1階 よ り極端 に小 さい た め で は な いか

と思 い,2階 を 少 し大 き くした ③ タイ プを 考 え てみ た 。 そ の結 果,Aタ イ プで のaとb,cの 関係 が ・

Bタ イプで の ② とb,cの 関係 に ほ ぼ対 応 して い るの が わ か った 。1階 が 広 い場 合 に は,2階 もあ る

程 度広 く した 方 が 敷 地 が広 くい らな い わ けで あ る。 た だ,@で は2階 が 東 西 に少 し長 いた め・2階 の

棟 間 の東 西 の広 が りが1階 の東 西 長 さ に比 べ て 狭 くな り,千 鳥 配置 の効 果 がaほ どは期 待 で きな くな

って い る。cで もAタ イ プ に比 べ て千 鳥 配 置 の 効 果 が 薄 れ て い る の は,A-cよ り も住 宅 の 東 西 が

1。4m長 くな った の に,東 西 の棟 間 間 隔 は変 わ らな い た め で あ る ・

ここで 居 間 の 位 置 に つ い て述 べ よ う。 まず,配 置 イで は,南 北方 向 に棟 の あ るa"を 除 き,ど こで

も10～14時 に3時 間 の 日照 が得 られ る ので,居 間 の 位 置 は 限 定 され な い・ イ以 外 の配 置 で も・ θ=0。

で は居 間 を ど こに 置 い て もよ い 。 しか し,θ ≧20。 の 千 鳥 配 置 で は,図8-4の(d)に 見 るよ うに居 間

一119一



の位 置 が 限 定 され,dが 配 置 イ に比 べ て 短 くな れ ば な る ほ ど その 傾 向 が 強 くな っ た 。 な お,θ=10。

の配 置 ロは,35。Nで は 居 間 の 位 置 は 限 定 され た が,38。Nで は 限 定 され なか った ・ この よ うに緯 度

に よ って 違 い が 出 て き た の は,日 影 や 配 置 を0.5m単 位 で考 え て い るの で.安 全 側 の 誤 差 が あ る こと

によ って い る。

以 上 の検 討 か ら,次 の こ とが 言 え る。 ①2階 を1階 の 南端 に 置 くと,敷 地 が 狭 くて も良 好 な 日照 が

得 られ るの で,意 味 が あ る。 ②1階 に 比 べ て2階 を小 さ くす るよ り も.あ る程 度 大 き くして そ の分 だ

け1階 を コ ンパ ク トに ま とめ た 方 が,敷 地 の東 西長 さが短 くな る の で,広 い 敷 地 を 必 要 と しな い。総

2階 タ イプ の敷 地が 狭 くて済 む の も,同 じ理 由 で あ る。 ③道 路 を 南北 に通 す配 置 二,ホ が効 果 を もっ

の は θが小 さい時 で,逆 に千 鳥 配 置(配 置 ロ,ハ)が 効 果 を 発揮 す る に は θが あ る程 度 以上 あ り,2

階 の 東 西 の棟 間 間 隔 が1階 の 東 西 長 さに比 べ て短 く な い 必 要 が あ る 。 ま た,千 鳥 配 置 で は,居 間 の

位 置 が 限定 され る。 ④ 配 置形 式 を 限定 しな い場 合,θ が 大き くな るほ ど敷 地 面 積 が少 な くて済 む よ うに

な る 。 しか し,こ の θに よ る差 よ り,住 宅 タ イ プ に よ る面 積 の差 の方 が 大 き い の で,千 鳥 配 置 の効 果

を生 か そ うとす る場 合 等 を 除 き,無 意 味 に θを と る よ りも住 宅 タ イ プ の方 を 工 夫 す べ きで あ ろ う。

な お,以 上 はす べ て平 坦 な 宅地 に関 す る値 で あ る。 宅 地 間 の標 高に 差 が あ る場 合 に は,ほ ぼ そ の高

さの差 に図8-1の εを 乗 じた値 だ けdが 増 加 また は減 少 し,そ れ に 応 じて敷 地 面 積 も変 化 す る 。

(2)屋 根 の 形 と南庭 の奥 行 の検 討

これ まで の検 討 は 図8-2の 建 物 に 関 す る もの だ った が,現 実 の 住 宅 地 に は 様 々な 屋 根 が あ るの で,

そ の影 響 を 考 え て み よ う。 まず 屋 根 勾 配 だ が,勾 配0 .4で はdは す べ て 軒 先 の 影 響 で 決 ま って お り,

勾 配 を0.45に して も,棟 高 の影 響 は38。Nで 少 しあ るだ け で あ った 。 この よ うにdが 軒 先 で 決 ま る結

果,屋 根 勾 配 が小 さ く,軒 の 出の 長 い 方 がdが 長 く必 要 とな る。 そ の程 度 は,勾 配 を0.1小 さ く した

り,軒 を あ と0.3m出 した程 度 で は0.1m前 後 に 過 ぎな い 。 しか し,勾 配 を小 さ くす る と同時 に軒 を

出す と0.2m以 上 の影 響 が あ り,更 に 平屋 根 で 軒 を 出 す と0.5m前 後 の影 響 が あ るの で,注 意 が 必 要

で あ る。

次 に 寄棟 屋 根 だが.寄 棟 屋 根 は 屋 根 の ボ リュ ーム が 切妻 屋 根 よ り少 な い の で,切 妻 よ り 日照 に よい

と考 え る都 い る6!し か し,先 に 述 べ た よ う1・dは 軒 先 で 決 ま 。ているため,ポ リ。一 ムの少 な さは

日照 に 有 利 に は作 用 しな い。 む しろ 問題 な の は,寄 棟屋 根 に な る と軒 が全 方 向 に0 .8～0.9mほ ど出

され る場合 が多 い こ とで あ る。 軒 が 出 る と僅 か にdを 長 くす る作 用 が あ り,ま た,千 鳥 配 置 で は それ

だ け2階 の 東 西 の棟 間 間 隔 が 狭 ま る結 果,効 果 が少 な くな って し ま う。例 え ば350N,θ=20。 のA

-a
・cを 軒 の 出0.9mの 寄 棟屋 根 に す る と,配 置 イで は切 妻 と同 じ くdが9 .5mだ が,ロ の千 鳥 配

置 で は9.Omと0.5m多 く必 要 で あ る 。 この よ うに,寄 棟 屋 根 を 用 い る こ とは,日 照 上 不利 に な る こ

とは あ って も,有 利 にな る こ とは な い 。但 し,A-a"の よ うに2階 が 南 北 に 長 く,切 妻 だ と棟 が 南

北 方 向 とな る場 合 は 別 で あ る。棟 が南 北 に 通 る と,切 妻 で は棟 の 高 さが 影 響す るの でdが 長 くな るが,

寄 棟 で は軒 先 でdが 決 ま るの で,棟 が 東 西 方 向 の場 合 と 同 じで済 み,切 妻 よ り もよ い 日照 を与 え る。

と ころで ・ これ まで は も っぱ ら 日照 の観 点 だ け か ら考 察 して き た が,日 照 を住 宅 に与 え る南庭 は,

一 戸 建 住 宅 の開 放 性 に重 要 で あ り
,日 照 以外 の効 果 も有 して い る。 そ れ は住 宅 に 光 を与 え,戸 外 生 活

の場 とな り,ま た植 樹 を 行 い,造 園す る こ とに よ って住 宅 で の生 活 に潤 い を も た らす 。 これ らの多 く

の機 能 を 有 して い るた め,一 戸 建 住 宅 の建 設 に お い て は,東,西,北 の敷 地 境 界線 と住 宅 の 間 の距 離
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は必要な鮒 に止め浦 側の庭を広 くとろうとされるのである.既 存の研究によると7!一 定の敷地

規模 が あ る場 合,南 庭 の奥 行 は5～6m程 度 確 保 され る傾 向 が あ り,建 築 基 準 法 の 日影 規制 も南 庭 は

5mの 奥 行 が あ る もの と考 え て い る 。 これ らの点 か ら考 え,南 庭 が狭 くな る の は問 題 で あ り,逆 に広

す ぎ る と庭 へ の増 築 行 為 等 を 誘 発 して その

表8-5南 庭 の奥 行

N θA-a A-b A-C

32.'

イ4.5(9.0)0。

ロ4.0(8。5}

イ4.5(9.0)

二4.0(8.5}

イ7.5(9.0)

二7.0〔8.5)

10。 イ4.0(8.5) イ4.0(8.5} イ7.0(8.5}

イ4.0(8.5)20。

ロ3.5(8.0)

イ4.0(8.5) イ7.0(8.5)
ロ6.5(8.0)

イ4.0(8.5)30。

ハ3.0(7.5)

イ4.0(8.5) イ7.0(8.5}

ロ6.0(8.5)

350

イ5.5(10.0)0。

ロ5.0(9.5)

イ5.5(10.0)

二5.0(9.5)

イ8.5(10.0)

二8.0〔9.5)

イ5.0(9.5)10。

ロ4.5(9。0)

イ5。0(9.5} イ8.0(9.5)

イ5.0(9.5)20。

ロ4.0(8。5)

イ5.0(9.5) イ8.0(9.5}

ロ7.0〔8.5}

イ4.5(9.0)30。

ハ3.5(8.0)

イ4。5(9.Ql イ7.5(9.0}

ロ6.5〔8.0)

38。

イ6.5(11.0)0。

ホ6.0(10.5}

イ6.5(11.0)

二6.0〔10。5}

イ9.5〔11.0)
二9。0(10.5〕

イ6.5(11.0)10。

ロ6.0(10.5)

イ6.5(11.0) イ9.5(11.0)

イ6.0{10.5}20。

ハ5.0(9.5}

イ6,0(10.51 イ9.G(1Q.5)

ロ8.0(9.51

イ5.5〔10.0}30。

ハ4.5(9.Q)

イ5.5(10.0) イ8.5(10.0)

ロ7.5(9.0)

南 庭奥行d-4.5 d-4.5 d-1.5

注)い ず れ も 、配 置 形式 、南 庭 の 奥行 、dの 順

存 在 が 不 安 定 に な る恐 れ もあ る。

この よ うな観 点 か ら,南 庭 の奥 行 を チェ

ッ ク してみ た。 表8-5は,Aタ イプ のa,

b,Cに っ いて 南庭 の奥 行 を 示 した も ので,

先 に 述 べ た よ う に,敷 地北 側 の外 壁 後退 距

離 は1.5mと して計 算 した。 配 置 イで は,

35。Nと38。Nで は4。5m以 上 あ り,問

題 ない が,32。Nで は θ=0つ を除 き,a,

bで は4mと 少 な め であ る。 配 置形 式 を 工

夫 した 場 合,dが 短 くなるのに伴 って南 庭 も

狭 くな るが,38つNで は4.5m以 上 あ るの

で 問題 な く,ま た32。N,350Nで も総2階

タイ プ のcは 問 題 な い 。 しか し,aの 南2

階 タ イプ で は,32。Nの θ≧20。 と350N

の θ;30。 の千 鳥 配 置 で 南庭 の奥 行 が4m

に も満 た な か っ た。

これ らか ら,緯 度 の高 くな い と ころで は

θを 大 き く した り千 鳥 配 置 とす る と南 庭 の

奥 行 が問 題 とな るた め,2階 を あ る程 度 南

に 置 くこ と等 の 住 宅 タ イプの 工 夫 を 中心 と

す べ きで あ る,と い え る。

(3)住 宅 地 と して の 検 討

これ まで検 討 して きた 敷 地 面 積 は,住 宅 の み を考 え た も ので あ る。 しか し,実 際 に は 敷地 に は車庫

の用地 も必要 で あ る し,団 地 設 計 等 に お い て は 宅 地 に ア プ ロー チす るた め の 区画 街 路 の 面積 も重 要 で

あ る。 そ こで,図8-5の よ うに,道 路 幅 の 半 分 と車 庫 を含 ん だ面 積 を グ ロ ス面 積 と考 え,こ れ を比

較 検討 す る こ と と した 。道 路 幅 は6mと し,車 庫 は広 さ3m×55m,高 さ2.4mで 軒 は 出 て い ず,

敷地境 界 線 に接 して建 て る も の と す る 。 ま た,道 路 が 東 西 に 通 る ヨ コ型 配 置 で は,南 側 が 道 路 の 宅地

は道路 のお か げ で 日照 が良 い 。 そ こ で,南 側 道 路 の た め に 南庭 の奥 行 が5m未 満 で済 む場 合 には ・ 南

庭 を5mと して 南 北 敷 地 の 平 均 面積 を 求 め た 。 な お,道 路 の影 響 が な くとも南 庭 が5m未 満 の もの は・

5m確 保 の ため に 敷 地 を 拡 大 す る の は お か しい の で,そ の ま まの 値 を 用 い た 。

Aタ イプ のa,b,cに つ い て の 検 討 結 果 を示 した の が表8-6で あ る。 道路 が 南 北 に 通 る タテ型

で は,2階 位 置 を 限 定 す れ ば θが0。 ～200ま で 必要 敷地 は 同 じな ので,そ れ を示 した。 た 鵡38。

Nの θ=10。 の み は,θ=0.,20。 に比 べ てdが0、5m多 くい るが,表 に は0。,20。 の方 の み を

示 した 。 ヨ コ型 で は,θ が0。 と20。 を 示 して あ る。20。 の 方 は,2階 位 置 の 自 由な 配 置 イ と,千 鳥
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表8-6 グロス面積の比較

緯
度

車
庫

配置 A-a A-b A-c

36

な

し

タテ型 15、5×12、5(4)194 14、4×12、5(4)180 13、1×15`7)197

ヨ

コ

型

0。

20。

20。

千 鳥

12,5×15、5(4)194

同 上

12、5×15(3、5)188

11、4×16(4、5)182

11、4×15、5(4)177

同 上

1軌1× 逡
、,鴇〕,)174

1・・1xllll;・7・

・・、1×1孚
、,ll!,〕・69

あ

り

タテ型
15、5×14(5、5)217

[13、5(5)20gl

14、4×14(5、5、202

〔13、5(5)1941
13、1×15(7)197

ヨ

コ

型

oo

20。

20。

千 鳥

14、5×15、5ぐ4)225

同 上

14、5×14(2、5)203

13・4×15、5(4)208

同 上

13、4×15(3、5)201

・2・1×lll男 …

同 上

・2・1×}今lll…

A

35

な

し

タテ型 15、5×13、5(5)209 14、4×13、5(5)194 13、1×16(8)210

ヨ

コ

型

00

20。

20。

千 鳥

12、5×16、5(5)206

同 上

12、5×15、5(4)194

・… ×罐1・91

11、4×16、5(5)188

同 上

… ×}鼠,lll,)・7・

…1×111薯;・7・

16ぐ5)10
、1×18(7)172

あ

り

タテ型
15、5×14(5、5)217

口3、5(5)20q

14、4×14(5、5)202

[13、5(5)19』
13、1×16(8)210

ヨ

コ

型

0。

200

20。

千 鳥

14、5×16、5(5)239

同 上

14、5×15(3、5)218

'
13・4×16、5(5)221

同 上

13、4×16(4、5)214

16`5)12
、1×21219(8)

同 上

・2・1X}要,{論 ・・3

な

し

タテ型 15・5×14、5(6)225 14、4×14、5(6)209 13、1×17(9)223

ヨ

コ

型

oo

20。

20。

千 鳥

・2・・×罐1・ ・6

・2・・×}集;lll…

12、5×16、5(5)206

・…xl朧1・9・

・…X}1こllll・9・

同 上

…1×ll
、,lll,)・8・

…1xlllll・82

・… ×}1{§1・7・

3ぎ

あ

り

タテ型 すぺて車庫なしと同 じ

ヨ

コ

型

0。

2(f

200

千 鳥

・4・・xllこllll247

同 上

14、5×16(4、5)232

・3・・xl鵬23・

・3・・x搬ll・28

13、4×16、5(5)221

・2・1×ll
、,1;～,,227

16`5)12
、1×21820

,(9)

・2・1×il
、,浮1,、2・・

注)い すれ も 、ヨコm× タテm(南 庭 の奥行m)グ ロス面積m2の 順
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配 置 とを 示 した が,ooで は車 庫 の あ る た め に2階 の 東 西 間 隔 が広 が る結 果,配 置 イ で も北 側 住戸 を

最 も 日照 の良 い位 置 に置 けばdを0,5m減 らせ る場 合 が あ り,そ の時 に はそ の 場 合 のdに よ る値 を 示

した 。

先 の表8-3の 検 討 で は,千 鳥 配 置 の 場 合 を 除 き,b,c,aの 順 に広 い 面 積 が必 要 だ った が,グ

ロス面積 で は,こ の 順 序 が 微 妙 に 変 化 して い る。

まず車 庫 を含 まな い場 合 を み る。 タ テ型 で は,cタ イ プ は 敷 地 が南 北 に長 い た め道 路 面 積 が 広 く必

要 で,グ ロス面積 は ほ ぼaタ イ プ と同 じに な って い る。bが 最 も狭 い面 積 で 済 む 点 は,先 の 結 果 と同

じだ った。

他 方,ヨ コ型 で は,cは 敷 地 の 東 西 が 短 い た め に 道 路 面 積 が 少 な くて済 み,し か も南側 が 道 路 の 宅

地 では 南庭 が5mで 済 む た め,千 鳥 配 置 に しな くと もbよ り面 積 が狭 くて も良 くな って い る。 この結

果,c,b,aの 順 序 に広 い面 積 が 必 要 で あ る。 この よ うに,区 画街 路 の と り方 ひ とつで,順 位 が変

動 す るの で あ る。

次 に,車 庫 を 含 ん だ場 合 で は,ま た順 位 が 少 し変 動 す る。 タテ型 で は,38。Nで は 車 庫 のな い 場合

と同 じだ が,32。Nで はa,bの 面 積 が 増 加 し,cタ イ プ よ り広 い 面積 が い るよ うに な ってお り.35。

Nで もbとcと の 差 が 少 な くな って い る 。 これ は,住 宅 の 南 面 が車 庫 の 日影 と な らな い よ うに配 慮 し

たた め,a,bで は 南庭 の 奥行 が か な り増 加 した こ と に よ る もの で あ る 。 な お,宅 地 と道 路 との 高 低

差 が あ り,車 庫 が 宅 地 よ り0,2～0.3m低 い とす る とdが0.5m少 な くなる。表 中 に 〔 〕 で示 した の

が この時 の値 で あ る。 また,よ く見 られ る金 属 性 の カ ー ポ ー ト等 に す る と,更 にdが 少 な くて済 み,

車 庫 のな い 時 の状 況 に近 づ く8～

ヨ コ型 で車 庫 を と る と,北 側 宅 地 で は敷 地 の東 西長 さが よ り長 く必 要 とな る た め,全 体 的 に必 要 面

積 が増 大 す る。 また,車 庫 の 分 だ け東 西 の棟 間 間 隔 が増 加 す るた め,千 鳥配 置 で は更 にdが 少 な くて

済 むこ とがわ か った 。しか し,特 に32。Nで は,こ れ に よ って 南庭 の 奥 行 が 更 に短 くな って しま う。従

って,380Nで は問 題 な いが,32。Nと35。Nで は 南庭 の奥 行 を あ る程 度確 保 す る よ う考 え る必 要 が あ

る。

住 宅延 べ 面積 の広 いBタ イ プに つ い て も検 討 した が,住 宅 が東 西 に長 くな る の で,Aタ イプ に比 べ

て タテ型 が 僅 か に有 利 に な る点 を 除 けば,特 に 異 な る点 は見 出せ なか った 。

以上 の検 討 か ら,区 画 街 路 が 南 北 に通 る タ テ型 で はbの よ うな高 度 地 区 タ イプ が よ く・ 街路 が東 西

の ヨコ型 で はCの よ うな総2階 が よい,と い え る。 この 両 者 の うちで は,車 庫 の な い場 合 は ヨ コ型 の

総2階 の方 が よ く,車 庫 を含 む と逆 に タ テ型 の 高 度 地 区 タイ プ の方 が広 い 面 積 が い らな い 。 ヨコ型 の

総2階 も,千 鳥 配 置 に す れ ば車 庫 が あ っ て も タ テ型 の 高 度 地 区 タイ プ と ほ ぼ同 面 積 とな るが,居 間 の

位 置 を限 定 す る等 の 問題 が生 じる 。

な お,図8-5の(c)の よ うに,タ テ型 に して 東 西 の 建 物 位 置 を ず らす配 置 も考 え られ る 。 しか し,

検 討 した結 果,こ れ で必 要 面積 を 減 らす こ と は困 難 で あ り,む しろ よ り広 い敷 地 が 必 要 とな る ケ ー ス

もあ るこ とが わ か った 。 従 って,東 西方 向 の建 物 位 置 は そ ろえ る こ とが必 要 で あ る・
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8-3 一戸建住 宅地 の配置計画の あり方

(1)生 目台 団地 へ の 提 案

平 和 が 丘 団 地,大 塚 台 団 地,小 松 台 団地 と造 成 を進 め て き た宮 崎県 住 宅 供 給 公 社 は,次 期 団地 と し

て大 塚 台 団 地 の隣 接 地 に生 目台 団 地 の造 成 を計 画 し,昭 和60年 に は入 居 が 開始 され よ う と して い る。

この 団 地 に は3450戸 の 住 宅建 設 が 予定 され て い るが,う ち1850戸 は一 戸 建 住 宅 で,そ の 大半

は公 社分 譲 住 宅 で あ る。

生 目台 団地 の分 譲 住 宅 の 計 画 に 関 し,近 年 の住 宅 計 画 の進 歩 に対 応 し,ま た居 住 者 の ニ ー ズに 応え

るた め,住 宅 供 給 公 社 は 住 宅 の プ ラニ ング を新 た に考 え,設 計 を や り直 す こ と に決 定 した。 この ため

昭 和58年 に な って,公 社 は ア ンケ ー ト調 査 を行 い,入 居 希 望 者 の要 望 を き き,ま た外 部 の専 門 家 の意

見 を求 め る等 の 作 業 を 開 始 した 。

ア ンケ ー トは公 社 分 譲 住宅 入居 者 と入 居 希 望 者,公 営 住 宅 や 県 共 済 住 宅 入 居 者 な ど700世 帯 に配

布 され,463票 が 回 収(回 収 率66%)さ れ た。 その 中 に は,住 宅 を 選 ぶ 条 件 に つ い て の 設 問 も設

け られ,11の 選 択肢 が示 され たが,そ の結 果 を 多 い 順 に 示 した の が 表8-7で あ り,「 日照 」 の多 さ

が 目立 って い る。

これ まで は,住 宅供 給 公 社 は,北 側 に宅 地 の あ る区 画 に つ 表8-7住 宅 を 選 ぶ条 件

い て は,平 家 しか分 譲 して い なか った 。 しか し,生 目台 に お

い て は,住 戸 規 模 の拡 大 傾 向 に対 応 す るた め や,区 画規 模 を

拡 大 で きな い た め,ど の宅 地 で も2階 を 分 譲 で きる よ うに方

針 を 変 更 した 。 そ こ で,日 照 を ど う考 え るか が 問題 とな った 。

以上 の よ うな経 過 の な か で 宮 崎 県 住 宅供 給 公 社 か ら筆 者 に

対 し,日 照 を ど う考 え て 住 宅 設 計 を行 うか に つ い て の意 見 が

求 め られ た 。 そ の条 件 は 次 の よ うな も の で あ った 。

① 団 地 の全 体 の 計 画 は 既 に 決定 し,宅 地 の造 成 も終 りつ つ

あ る 。従 って,街 区 設 計 は変 更 で きな い 。 宅地 の規 模 は数 種

類 あ る が,そ の 中 で最 小 の16m×16mを 基 準 と して考 え る。

1.日 照

2,使 い 易 い台 所

3.通 風

4.居 間 を ゆ った り と

5.騒 音

6.各 部 屋 を ゆ った りと

7.防 災
r
8./人/室

9.来 客 を 考 え た 間取

1α 外 か ら見 え な い

11.寝 室 の プ ラ イ バ シ ー

33,2%

13,0%

12,9%

10,2%

8,9%

8,2%

5,7%

3,0%

3,0%

1,9%

0,7%

② 団 地 内 に は北 へ 向 か って傾 斜 して い る部 分 も あ るが,こ の段 差 は道 路 の と ころ で とる(図4-3参

照)。 従 っ て,北 側 の 宅 地 が 南側 宅 地 よ り低 い と こ ろ は な い 。③ 宅 地 の方 位 は,一 部 に真 南 か ら45。

近 く振 れ て い る もの が あ るが,大 半 は20。 以 内 の振 れ で あ る 。④ 入 居 者 の 募 集 方 式 は,4-2で 分析

した小 松 団 地 と同 じ く,宅 地 毎 に建 設 可 能 な住 宅 を 示 して 申込 者 が 選 ぶ 「お好 み 方 式 」 で 行 う。 ⑤住

宅 が敷 地 境 界 線 か ら後退 す る距 離 は少 な くと も次 の とお りで あ る。 北 一1 .8m,東 と西 一1.2m,南

庭 一45m。 従 って,住 宅が 建 設 可 能 なの は,東 西13 .6m,南 北9.7mの 範 囲 と な る(図8-6参

照)。 ⑥ 住 宅 各 部 の寸 法 は,軒 の 出が 平 側 α75m,妻 側0 .50mで あ る点 を 除 き,図8-2の とお

りで あ る。

以 上 の依 頼 に対 し,検 討 の 結 果,北 側 に 宅 地 の あ る場 合 は 先 のa ,bタ イ プ(表8-1)の よ うに

2階 を 南 に 寄せ る こ とと・ 将 来 の 増 築 で 問 題 が 生 じな い よ うア フタ ー ケ アを 行 うこ とを 中心 と した提

案 を 行 った 。前 者 の よ う な提 案 を 行 った 理 由 を 説 明 しよ う。

限 られ た宅 地 で2階 を 建 て て も良好 な 日照 を 得 るた め に 考 え られ る手 法 と して は ,2階 を 南 に 寄せ
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るこ と以 外 に も,千 鳥 配 置 とす る こ とや,総2階 に して東 西 敷 地 幅 を 節 約 す る こと が あ る。 この うち

⑤ の条件 か ら,建 物 北端 か ら北 側 宅 地 の住 宅 の 南 窓 まで の距 離 が6.3mし か保 障 さ れて い な い た め,

総2階 の採 用 は不 可能 で あ る ・ ま た・ 千 鳥 配 置 を 採 用 す る こ とで 節約 で き る南 北棟 間 間 隔 は・ 団地 の

宅地方 位 か ら考 え て せ い ぜ い0.5mに す ぎ ない 。 しか も この 千鳥 配 置 を 行 うに は,・2階 を等 間隔 に

並べ る必 要 が あ り,2階 位 置 を 東 西 に 動か して は な らい 。・ 居 間 は10～14時 の 間 に3時 間 の 日照が 必

要な た め,位 置が 限 定 され る。 ・・区 画 を図8-7の(a)の よ うに,千 鳥 配 置 用 に造 成 し直 す 必 要が あ る,

とい う3条 件 が必 要 で あ る。 従 って,こ れ を実 施 す る に はお 好 み 方 式 に よ る分 譲 を 止 め,将 来 の増 築

を厳 しく制 限 し,同 時 に区 画 設 計 を や り直 す必 要 が あ る ため,現 状 で は採 用 は 困難 で あ る。

こう して,2階 を南 に寄 せ る こ とを 提 案 した訳 で あ る 。 こ のた め に必 要 なdは θに よ って 少 し異 な

るが,ooの 時 の 値 で計 画 すれ ば それ 以 外 で も安 全 で あ る 。 そ こで,表8-3よ り,d=9mを 提 案

したg!こ れ を も とに考 え る と,図8-6の よ うに1階 北端 か ら2,7

m(1間 半)だ け2階 を 南 にず らす 必 要 が あ る。

この提 案 は公 社 に受 入 れ られ,住 宅設 計 の 条 件 と され た 。2階 可能

範囲 が建 物 を建 て てよ い 範 囲 の7割 強 も あ るの で,そ れ ほ ど強 い制 約

条件 で は ない と思 って いた が,実 際 の設 計 作 業 で は プ ラ ンが な か なか

ま とま りに くい例 もあ り,設 計 の 負 担 とな る こと がわ か った 。 この よ

うな プ ラ ンを1。2考 え る のは 簡 単 だ が,玄 関が 南.南 東(南 西)角,

東(西)等 に あ る各種 プ ラ ンの す べ て に 適 用 す るの は,か な りの 制 約

とな るよ うで あ る。 な お,い くつか の総2階 の プ ラ ン もつ く られ た が,

これ らは 北側 が 道 路 の 宅地 に限 定 して分 譲 され る こ とに な って い る。

この他 に も,2階 北 側 の 窓 は採 光 ・換 気 用 小 窓 に 止 め る方 が良 い こ

と,居 室 の南 側 に縁 側 の な い住 宅 で は,南 側 に縁 側 を 出 して も 日照 が

悪 化 しない よ う,建 物 の 南 北 の 幅 を97mよ り狭 く した 方 が良 い こ と,図8-6

宅地 の方 位 が 南か ら45。 近 く振 れ て い る 宅地 に対 して は,そ れ に応 じ2階 の 位 置

た平面 計 画 を 考 え た方 が 良 い こ と,等 の提 案 も行 った 。
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(2)今 後 の 課題

近年,住 宅 規 模 が増 大 し,2階 建 が 増 加 しっ つ あ るの に対 し,宅 地 区 画の 規 模 の方 は ほ とん ど拡 大

せず,む しろ大 都 市 を 中心 に狭 小 化 の傾 向 もあ る。一 方,人 々の 住 環境 へ の 欲 求 は 決 して低 下 して お

らず,建 築 協 定 の 普 及 に み る よ うに,む しろ よ り高 度 化 して い る面 もあ る。 この た め・ 住 宅 地 の 建 て

づ ま り現象 に ど う歯 止 め を か け,い か に して良 好 な 住 環 境 を確 保 して い くか ・ なか で も 日照を ど う保

障 して い くか が 問 題 とな る。

本 章 の検 討 で 明 らか とな った 最 大 の事 実 は,住 宅 の 配 置 を 計 画 的 に行 う と.一 定 の密 度 の も とで も

良好 な 日照 を有 す る住 宅 地 を 形 成 す る ことが で き るが,逆 に無 計 画 に放 置 す る と・ あ る程 度 の敷 地 を

確保 して も十 分 な 日照 は望 み に くい,と い うこ と で あ る。 日照 に恵 まれ た居 住 地 を形 成 す るた め に は・

緯度 に応 じて,宅 地,道 路,車 庫 の デ ザ イ ンや住 宅 の平 面 計 画 を 行 う こ とが 必 要 で あ り,そ の 環 境 を

担 保 す るた め の ア フ ター ケ ア も必 要 とな る 。

しか し,生 目台 団地 に お い て は,2階 を 建 て て よ い範 囲 を少 し南 にず らす とい う・ 比 較 的平 凡 な提
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案 しか で きな か っ た。 その 最 大 の 原 因 は,す で に 宅地 の 区画 と配 置が 決定 して お り,変 更 の余 地 の な

か った こ とで あ る 。た だ,生 目台 は 北緯320に 位 置 して い る うえ,1区 画 あ た り256㎡ の面 積 が確

保 され て い た の で,日 照 を 考 え た住 宅 設計 が 可能 で あ っ た・ しか し・1区 画 の面 積 が よ り制 約 され る

こ とが 多 い一 般 の 団 地 計 画 に お い て良 好 な 日照 を確 保 す る た め に は,や は り宅 地 の計 画 と住 戸 計 画 と

を 同 時 に 考 え る必 要 が あ ろ う。一 定 の 自由度 や 選 択 の余 地 を 残 した うえ で,入 念 に配 置 計 画 を行 うこ

とが 望 まれ る 。

本章 で行 った比 較 検 討 は,あ くま で も限 られ た モ デル に関 す る もの で あ り,そ の 住 宅 地 に 応 じた様

々な 手 法 を考 え る こ とが 必 要

で あ る。1例 を図8-7に 示

した が,(a)は 千 鳥 配 置 を行 っ

た もの で あ り,(b)は 道 路 が東

西 に通 る のを 利 用 し,影 を道

路 に お とせ る北 側 宅 地 は総2

階 に して 宅 地 の 東 西 幅を 節約

し,南 側 宅 地 は2階 を南 に寄

せ て 北 側 宅 地 へ の影 に配 慮 し

た。(c)は 車 庫 を 集 中 さす こ と

によ って 宅 地 へ の ア プ ロー チ

を 幅3m程 度 の歩 道 と して2

階 建 を 建 て,総2階 タ イ プで

必 要 と され る広 い南 庭 が な く

と も良 好 な 日照 が得 られ るよ

うに した もの で あ る 。建 築 基

準 法 第86条 の総 合 的 設 計 に よ 図8-7各 種 の 配 置 計 画

る一 団 地 の建 築 物 の 取 扱 い を

行 え ば・ この よ うな 配 置 計 画 も可能 で あ る 。 ま た,(d)は,宅 地 の 方 位 が 真 南 か らか な り振 れ て い るの

を,北 側住 宅 の1階 部 分 をL字 型 にす る こ とで 解 決 しよ う と した もの で あ る。

もち ろ ん,こ れ らの 設 計 を 行 う場 合 に は,そ れ に応 じた ア フ タ ーケ ア も必 要 で,現 行 の 敷 地単 位 の

規 制 の み で な く,街 区単 位 の 規制 を行 う必 要 もで て こよ う。 なお,千 鳥 配 置 に つ い て は,生 目台 団地

で の検 討 で明 らか とな った よ うに,か な り厳 しい規 制 を 行 う必 要 が あ るの で,特 に 慎 重 な考 慮 が 必 要

で,増 築 活 動 を 十 分 規制 で き な い場 合 は,こ の 方 式 の 採 用 は 断 念 せ ね ばな らな い で あ ろ う。

以上 の よ うに,宅 地,住 宅 の平 面 計 画,ア フ タ ーケ アの3要 素 を 関 連 させ て 考 え て,初 め て 日照 に

恵 まれ た住 宅地 を 実 現 す る こ とが で き る。

と こ ろで ・ 以 上 の検 討 はす べ て 第7章 で 導 い た 「冬 至 日の 床 上0 .5mに お い て,9～15時 に4時 間

居 間 に は10～14時 に3時 間」 とい う 目標 値 を も とに した もの で あ った 。 そ こで,も しこの 目標値 を 変

化 させ れ ば ど うな る か,と い うこ とが 問 題 とな る。 特 に 問 題 とな るの は,先 の 目標 値 はす べての部屋に

対 して9～15時 に4時 間 の 日照 を 要 求 して い るが,住 戸 規模 が 拡 大 し,部 屋 数 が 多 くな る と,日 照が

な くと もよ い部 屋 が 出て くる と思 わ れ る点 で あ る。
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そ こで,「1階 の1部 屋 に対 し,9～15時 に4時 間.か つ10～14時 に3時 間 」 と 目標 値 を 変 更 した 時

に ど うな るか を 検討 した 。 そ の結 果,2階 を 等 間 隔 に 並 べ た 千鳥 配 置 の場 合 に 限 り,dが 更 に0.5m

前後 少 な くな る とい う効 果 が あ る こ とが 明 らか とな った 。 この程 度 の効 果 しか な い の は,東 西 に並 ん

だ住宅 に よ る複 合 日影 が生 じるか らで,図8-4の(b)と(d)を 見 れ ば その 状 況 が理 解 で きよ う。 θが

ooに 近 い 時 は,こ の よ うな基 準 の変 更 は ほ とん ど効 果 が な い と考 え てよ い 。 敷 地 の節 約効 果 は この

程 度 に過 ぎな い の に対 し,千 鳥配 置 で あ る た め に,建 設 後 の ア フ ター ケ ア はむ ず か し くな る。従 って

先の よ うな 基準 の変 更 に は,慎 重 な考 慮 が必 要 で あ る。

ただ,8-2の(3)で 検 討 した車 庫 を含 ん だ場 合 の タ テ型 配 置 に つ い て は.自 宅地 の車 庫 の影 を 問 題

と しな くて良 くな る ので,こ の 基準 の 変 更 は若 干 の意 味 を 有 す る。車 庫 の 影 は1つ の部 屋 に しか影 響

せず,し か も 自宅地 の た め に必 要 な 施 設 で あ る の で,こ の影 は許 容 して も それ ほ ど大 き な問題 は ない

であ ろ う。

注1)南 側住宅の2階 北端 か ら9mあ って もラ ンクBの 者がいた反面,D-1は8mし かないが,方 位が

南 か ら13。回転 し,棟 間か らの 日照 もあるので,日 あた りに満足 していた。

2)よ り細か く知 るために,50,15。,25。 について も若干検討 したところ,5。 はほぼ0。 と,15f

25。 はほぼ20。 と同 じ傾向を示す ことがわか った。

3)青 木正夫,他 「棟方位の変 化による住み方への影響について,そ の1～2」 日本建築学会大会学術

講演梗概集(1972年)

4)厳 密には θが13.5。 までは0。 と似た性質を示すが,α5mメ ッシュで考 えてい るため,図8-

3の θ.=10。 の線 には表われていない。

5)平 家にすると南庭の奥行が狭 くな るため,a',a"に はない問題 も生 じ,必 ず しも推奨できない。

6)第5章 の調査 において,北 側住宅の ことを考 えて2階 を南にず らし,同 時に寄棟屋根 にした,と い

う例があ った。

7)市 浦都市開発 コンサルタ ンッ 「住宅地開発における低層住宅の設計技法 に関す る研究」(1974

年,秀 島敏彦編 「宅地造成施工法」P。121以 下 に所収),お よび,田 代順 孝,他 「宅地の利用

制御のための基礎 的研究」 日本都市計画学会学術研究発表会論文集,第13号(1978年)

8)車 庫の影は範囲が狭 く,自 己の建物 による影なので,問 題 に しな くて もよい とい う考 えもあ る。

これ については本章末 で も触れて いる。

9)厳 密 に計算す ると&8mで よいことがわか るが,軒 の出が伸 びた り,勾 配が緩 くな ることもあるの

で9mと した。
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ト⊃

Go

1現 在 の お住 まい に ついてお たずね します 。

(1)現 在 の住ま いは いつ建 てられ ましたか 。あて は まるものに○

をつ けて くだ さ い。

1,等(昭 禾057年)

2,去 年(昭 和56年)

3,2～3年 前

4,4～5年 前

5,6年 以 上前

6,10年 以 上前

2前 住宅 に ついて おた ずね します 。

(1)前 住宅の種 類は何 で し ょうか。あ ては まるもの に○を つけて く

だ さい。

1,持 家

2,親 の家

3,民 間 の借家

4・.民 聞 の ア パ ー ト7,そ の他(

5,県 営 、 市 営 、 町 営 住 宅

へ

6,社 竃 、 官 舎

)

② 前住 宅を 出 られた理 由は何 でし ょうか 。あ てはま るものに○

を つけ てくだ さい 。○ が2つ 以上 あ る場 合は 、主 なもの1つ に

◎を つけ て くだ さい 。

1

2

3

4

5

6

持家 がほ しか った

結婚 のた め

親、 又は子 と同居 す るため

家 が狭 か った

家 がい たん でいた

間取 り、設備 が悪か った

7,庭 が なか った、又 はせ まか った

8,日 あ た りが悪 か った

9,通 風 が悪 か った

10,生 活 の便 が悪 かった

11,そ の他()

3現 在 の住 まいに ついて おたず ね します 。

現在 の住 まいは 注文住 宅 です か 、分譲住 宅 ですか 。

1,注 文住宅 一一 一 →(質 問4へ 進 んで くださ い。)

2,分 譲住宅 一一一 → ・(質問7へ 進 ん でくだ さい。)

4注 文 住宅 の方に おたずね します 。

くださ い。)

(D土 地 の広 さはい くらCす か。

(分譲 住宅 の方は質 問7へ 進ん で

( )坪 、 又は( )平 方 メー トル

② 土地 は どのよ うにして手 に入れ ま した か。

1,買 った

2,以 前 から持 っていた → 質 問5へ 進 ん でくだ さい)

(3>土 地 を買 ったの はいつで すか 。

1,住 宅 を建て るのとほ ほ同 時

2,住 宅 を建 てるほ ぼ()年 前

④ この土地を 選ん だ理 由は何 ですか 。あ ては まるもの に○ を

つ け てくださ い 。2つ 以上 あ る場 合は主 なも の1つ に◎ を

つ けてくださ い 。

1

2

3

4

ρD

通勤に便利

通学に便利

値段が適当

生活の便 がよい

周辺が住宅地 である

6,土 地 の形が よい

7,道 路に 直接面 して い る

8,土 地 の広 さが適 当

9,日 あ た りが よい

10,そ の他()

(5)道 路や公 園 が宅 地 のどの方 向にあ る か考慮 しました か 。

1,非 常に重視 した

2,重 視 した

3,あ ま り重視 しな か った

4,考 慮 しなか った

⑥ 土地 を選 ぶ時に 、業者 な どか ら土地 を いkつ 紹 介 され ましたか 。

1

2

3

4

5

1つ

2つ

3～5つ

6～9つ

10以 上

購入 された土地はそのうちのどれですか

1,環 境が最 も よか った二

2,価 格が手 ご ろだ った

3,そ の他(
)



一
ト⊃
⑩

52階 建の方 にお たすね し ます、平 家 の方 は質問6へ 進ん で くだ さい 。

(1)2階 建に した 理由は何 です か。あて はま るものに○ をつけ てく

だ さい 。2つ 以 上あ る場 合 は主 なもの1つ に◎ を つけて くだ さ い 。

2階 に子供 部屋 がほ しか った 寝 室を2階 に作 りた か った

土地 が狭 いか ら その他(

(2)総2階 です か 、1部2階 です か。

総2階

1部2階

2階 の位 置を どのよ うに して決 め ましたか 。

1,階 段の 都合

2,大 工さん にまかせた

3,そ の他(

6平 家 の方 におた ずね し ます 。2階 建 の方 は質問8へ 進んで くだ さい 。

2階 建 に しなか ったのは なぜ です か 。

必要 がなか った

階段 の 上下 がたいへ んだ か ら

風あ た りが強い か ら

まわ りが平家 だ から

その他(

7分 譲住宅 の方 におた ずね します 。(注 文住宅 の方 は質問8へ 進 んで

くだ さい。)

(1)現 在 の住 まいを選ぶ 時、 土地と家 では どち らを 重視 し ましたか 。

1

2

3

土地を 重視 した

ど ちらかと いうと 土地を 重視 した

ほ ほ同 じくらい

4,ど ち らかと いうと家を 重視 した

5,家 を重視 した

6,ど ち らともいえ ない

(2)こ の家 を選 ん だ理由は何 です か 。あ ては まるものに○ を つけて くだ さい。

2つ 以上 あ る場 合 は主なも の1つ に◎を つけ てくだ さい.

,

,

,

,

,

1

2

3

4

5

通動に便利

通学に便利

値段が適当

部屋数が適当

間取 りがよい

6,土 地 の広さ が適 当

7,日 あ た りがよい

8,通 風 がよ い

9,生 活 の便 がよい

10,そ の他()

(3)土 地 の 広さはい くらで すか 。

( )坪 、 又は( )平 方 メー トル

8現 在 の住ま いで困 ってい ることが あ った ら○ をつけて くださ い。

2つ以 上あ る場合 は主な もの1つ に ◎を つけ てくだ さい 。

家が狭 い

土地 が狭 い

日当 りが悪 い

風通 しが悪 い

5,疹 』zk力重悪 レ、

6,隣 か ら の 視 線 、 音 が 気 に な る

7,そ の 他(

9家 族 につい ておた ずね します。

(1)家 を 建てた時 の家族 構成 は次 の うちの どれにあ ては ま りますか 。

夫 婦のみ

祖 父(祖 母)と 夫婦

祖 父(祖 母)と 夫婦 と子供

夫婦と子供

その他(

(2)質 問9の(1)で3～5と 答 えた方1こお たずね し ます ・そ の時の長

子 の年 齢 は次 の どれにあ ては ま ります か 。

,

,

,123

0～2才

3～5才

小 学1～3年

4,

5,

6,

小学4～6年

中学 生

高 校生

7, その他()

_● 一
その他 、お鮒 き の点 が ごさい ました ら・下に記 入 して くだ さい ・

アンケー トの御協 力あ りがと うござい ました 。





第3部 都市中心部 にある町家地区の日照計画

第2部 で と りあ げた郊 外 の 一戸 建 住 宅 地 は,居 住 環 境 が良 好 で,日 照 上 は非 常

に恵 まれ た地 域 に あた る。 しか し,都 市 は こ の よ うに恵 まれ た地 域 ばか りとは 限

らない。特 に,都 市 中 心 部 に あ る住 商 等 の混 合 した地 域 で は,低 層住 宅 に居 住 し

て いる世帯 がか な り残 って い るに もか か わ らず,商 業 地 域 等 に指 定 され て い るた

め,建 築 基準 法 で は 日照 上 の保 障 が な い。 そ こで,京 都 市 中心部 の 町家 地 区 を対

象 に選 び,都 市 中心 部 の 日照 を考 え る こと と した 。

都 市 中心部 の 日照 を 考 え る場 合 に まず 問 題 と な るの は,現 在 どの程 度 の 日照 が

あるの か と,居 住 者 が 日照 につ い て ど う考 えて い るの か とい う点 で あ る。 次 に 問

題 とな るの は,一 定 の 日照 を 確保 した 町づ く りは実 際 に可 能 で あ り。 も し可能 と

した らど のよ うな形 態 にな るの か,と い う点 で あ る。 以上 の点 に 関 して,京 都 の

町家 を対 象 に検 討 を 行 う。

なお,都 心部 の 日照 は,近 年 注 目 され て き た イ ンナ ー シテ ィの 人 □減 少 問 題 と

も関連を 有 す る。都 市 中心 部 に お け る建 て づ ま り現 象 に伴 う 日照 を始 あ とす る環

境 の悪 化 が,人 々が郊 外 へ と脱 出 して い く1つ の要 因 とな って い る と思 わ れ るか

らで あ る。 そ の意 味 で,都 市 中 心 部 に お け る 日照 のあ り方 は,見 落 とす こ との で

きない問 題 で あ る 。





第9章 町家地区の日照状況と居住者の意識

本章 で は,京 都 市 の 中心 部 に あ る伝 統 的 な町 家 地 区 に つ い て,そ の 日照 状 況 と居 住 者 の 日照 に対 す

る意識 を 明 らか に す る。 京都 市 は,人 口約150万 人 の 大 都 市 で あ るが,戦 災 を受 けて い な い こと も

あ り,中 心 部 に は 古 い 町 家 が まだ広 汎 に残 存 して お り,他 の 大 都 市 に比 較 して高 い居 住 密 度 を保 持 し

て いた 。 しか し,こ の 区 域 も,現 在2つ の点 で 大 き な変 化 に 直 面 して い る。

その第1は,近 年 に お け る人 口 と世帯 数 の 減少 の進 行 で あ る。 京 都市 も他 都 市 と同 じ く人 口が郊 外

へ と拡 散 しつつ あ って,ま だ 他 の 大都 市 よ り多 くの居 住 密 度 はあ るも の の,近 年 の人 口空 洞 化 は か な

りの速 さで進 ん で お り,,例 え ば下 京 区 の 人 口は 昭和45年 か ら55年 の10年 間 に4分 の3に 減 少 して い る,

変 化 の第2は,町 家 地 区 に お け る ビル 化 の進 行 で あ る 。伝 統 的 な 町家 はす で に か な り老 朽 化 が 進 み,

各 地で 建 替 えが 進 み つつ あ る 。 その なか に は,従 来 と同 じ低 層 に よ る 改築 もみ られ る が,大 半 で は ビ

ル 化が 行 わ れ て お り,ペ ン シル ビルや セ ンベ イ ビル も少 な くな い。 伝統 的 な町 家 地 区 は この 異質 な建

築物 によ って そ の表 情 を 変 え つ つ あ り,そ の な か で は,日 照 や 採 光;通 風 の 悪 化 も進 行 しつ つ あ る 。

なお,第1の 変化 と第2の 変 化 は密 接 に関 連 して お り,居 住 者 の い な くな った 町家 が商 業 ビル に う

まれか わ った り,逆 に住 み続 け る た め に 改 築行 為 が 行 わ れ た り してい る。

本章 で は,こ の よ うな 変 化 の進 む町 家 地 区 にお い て,日 照 状 況 は ど うな っ てい るの か,そ して居 住

者 は そ の 日照 状 況 を ど う受 け と り,何 を考 え て い るの か,に ア プ ローチ した い。

9-1 町家地 区の 日照状況

(1)住 宅 統 計 調 査 にみ る 日照 状 況

京 都 市 の 中心 部 と いえ ば,上 京,中 京,下 京 の都 心3区 が 考 え られ るの が 一般 で あ る。 そ こで,3

-1で 行 った の と 同 じよ うに,住 宅 統 計 調 査 を 用 い て都 心3区 の 日照 時 間 と,日 あ た りの 良 くな い原

因を 検 討 しよ う。

表9-1は,昭 和48年,53年 の 日照 状 況 と,こ の5年 間 の ポ イ ン トの変 化 を 示 した もの で あ る。 ま

ず 日照 状 況 を他 と比 較 す る と,全 国平 均 よ りは も ちろ ん悪 いが.東 京 と大 阪 の50キ ロ圏(図3-4)

と比 較 す る と,両 都 市 の10キ ロ圏 よ りは 日照 状 況 の 良 い ことが わ か る。次 に,都 心3区 に つい て48年

と53年 を 比 較 す る と,日 照 状 況 が 改善 され てお り,特 に上 京 区で は京 都市 全 体 の2倍 近 い ポ イ ン ト変

化 がみ られ る。 そ して,昭 和53年 に は,全 戸 数 の5割 が5時 間 以 上 の 日照 を得 て お り,3割 が3～5

時間 で,3時 間 に 満 た な い の は残 りの2割 にす ぎ な い。

こ のよ うに,京 都 市 中 心 部 の 日照 条件 は 少 な くと も10月1日 の時 点 で 見 る限 りそれ ほ ど悪 い もの で

はな く,し か も近 年 か な り改 善 され て い る 。 な お,日 照 が 改 善 された 原 因 は・ 日照 の 良 い住 宅 が 増 加

した こ と も あ るが,日 照 時 間 の 短 い 住 宅 数 が 減少 した点 が 重 要 で あ り・ 特 に上 京 区 で そ うで あ った ・

次 に,日 照 が3時 間 未 満 の世 帯 に つ い て,日 あ た りの良 くな い原 因 を み て み よ う。 表9-1の 右 側

の よ うに,特 に 中京,下 京 にお いて 「近 くに 高層 建 造 物 が あ るか ら」 が 多 く・3区 と もに 高層 を理 由
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表9-1 町家地区の日照状況

日照時間の状況(%) 日当た りの良くない原因(%)

戸 数

(百戸)

1時 間1～33～55時 間

未満 時 間 時 間 以上

戸数

(百戸)
北向き 高層 接近 その他

昭
和
駆
年

上京区

中京区

下京区

29◎

515

27(,

6.213.829.`⊃51。 〔)

6.714.926.玉51.1

7暫416.コ3◎ 層446。3

58

68

64

17,912.562暫57.1

1三.02⊂).556.51⊂,g工

14.517鱈762曽 ワ ∠}。8

京都市 4344 4.5エ(1.匹24.76⊂}.1 644 2`)縄E}12隠957陰19胴5

昭
和

48
年

上京区

中京区

下京区

295

31)2

264

8.51El.35{ヲ.`)57.3

8.614。633.8∠ 卜3。 ◎

9.517.〔)芯3.73998

7◎

7⊂ ⊃

7{)

17.11⊂,.◎64。58.6

14.き17.160"⊂}8.6

1267159562匿(}9.9

京都市 376(, 6.く,11.429.15三.5 654 15.910.86(⊃.912.4

48

年

↓
53

年

上京区

中京区

下京区

一5

15

6

一2 冒;-1`5-1`:レ,ξ)13.7

-1 .90.写 一7.58.1

-2 .1-().フ ー苫實36.5

一12

-2

-6

`),82.5-1.日 一1.5

-1 .苫3.2-3.51.5

1.82.2`=,.9-5.1

京都市 584 一1 .5-1.1-4.46.6 一10 4.62.1-3.8-2.9

とす る もの の 比 率 が増 加 しつ つ あ る こ とが わか る。 全 体 と して は まだ6割 は 「周 囲 の 建 築 物 が接 近 し

て い るか ら」 と して い るが,都 心3区 の 日照 問 題 は,次 第 に 高層 建 築 型へ と変 化 しつ つ あ る と言 えよ

う。

なお,都 心3区 の 日照 状 況 を 更 に詳 し く追 求 しよ う と した が,住 宅 統 計 調 査 で は 集計 表 が少 な く,

知 る こ とが で き なか った 。

表9-2は,日 照 と直 接 の 関係 は ない が,都 心3区 の状 況 を よ く示 す も の な の で こ こに示 した 。 こ

の 表 は,住 宅 統 計 調 査 に

表9-2町 家 地 区 の住 宅 の種 類

(%)よ って専 用 住 宅 と併 用住

宅 の 別 と,そ の なか で の

持 家 と借 家 の 状 況 を 示 し

た もの で あ る。 この 表 か

ら,都 心3区 に お い て は

併 用 住 宅 が 非 常 に 多 い こ

とが わ か る。 そ して,併

用 住 宅 で は 借家 よ り持 家 の 方 が は るか に多 い が,専 用 住 宅 で は 持 家 よ り も借 家 の 方 が 多 くな って お り
,

特 に下 京 区 に そ の傾 向 が 強 い 。

戸数1専 用 住 宅 店舗その他の併用住宅 農林漁

業併用(百戸) 持家 借家 持家 借家

昭
和
53

年

上京区

中京区

下京区

29く}

515

27`)

82.4

78.4

77.8

4◎,342.1

三7.84Q.【)

きLEF46.3

17.6

21.6

22.2

11.46.2

15.26.◎

14.87.`=,

1=⊃.`⊃

◎.〔)

〔).く)

京都市 4544 88.8 44,743.8 11).8 B.`)2.9 o.3

(2)町 づ く り調 査 の概 要

以上 の よ うに,既 存 の調 査 で は町 家 の 状 況 を 十 分 と らえ る こ とは で き な か った 。 と ころ で,京 都 市

で は,都 心 で の 住 まい の 改善 と町 づ くりに 関 して 京都 大学 の三 村 研 究室 に よ
って一 連 の 調 査研 究 が成

され て お り・ そ の 中 に は 日照 に関 す る項 目 も含 まれ て い る 。 そ こ で,こ の調 査 デ ー タに よ って 日照 状

況 をみ る こ と とす る。

三 村 研 究 室 の行 った 調 査 の うち,日 照 に 関す る項 目が 見 られ る も の は3つ あ る 。 そ こ で,こ れ らを
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調 査A,調 査B,調 査Cと 呼 ぶ こ ととす る 。

調査Aは 昭 和56年 度 に行 われ た もの で ・ 乾 隆,竹 間,生 祥.格 致 の4街 区に つ い て,居 住 状 況 と 日

照等の環境に関するアンケー ト調査と,建 物や接道状況についての観察調査が行われた 砲

調 査B,Cは 昭 和57年 度 に行 われ,調 査 の対 象 は56年 度 の 調査 対象4街 区 の う ち乾 隆 を 除 い た3街

区 と された 。Bは 日照 や 町 づ く りに対 す る意 見 に関 す る ア ンケ ー ト調 査 で あ り,Cは 近 年 ビル 化 した

建物 とその 周 辺 に居 住 す る世 帯 に つ い て の面 接 調 査 で,改 築 の経 過,環 境 条 件 の変 化,お よ び 間取 り

ゃ居 住 状況 が 調 べ られ て い る2≧ 調 査Cの 一 部 に は,筆 者 も参 加 して い る。

図9-1に 調 査 の 対象 とな った街 区 の位 置 を 示 した 。 各 街 区 の概 要 は次 の とお りで,乾 隆(準 工 業

地 域,容 積 率200%)を 除 き,すべ て商 業地 域,容 積
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図9-1調 査 対 象 街 区

率400%に 指 定 され て い る。

乾 隆(上 京 区):住 工 混在 地 区 であ り,街 路 に沿 っ

て 比 較 的 大 きな住 工 併 用 の 町 家が 表 構 え を変 容 させ な

が ら残 って い る。他 の 地 区 に 比べ て宅 地 の奥 行 が 長 い 。

ビル 化 は あ ま り顕 著 で は な い 。街 区は 短冊 形 で,裏 宅

地 は ほ とん どな い 。

竹 間(中 京 区):住 商 混在 の地 区で あ る が,生 祥 に

比 べ て ビル 化 やパ ー キ ング化 が あ ま り進 ん でい な い 。

短 冊 形 街 区 で あ り,裏 宅 地 は あ ま りな い 。

生祥(中 京 区):住 商 混在 の街 区で あ り,商 業専 用

へ の 建 て か え が顕 著 で あ る 。 ま た,パ ーキ ング化 もか

な り進 ん で い る 。短 冊 形 街 区 で あ り,裏 宅地 は ほ とん

どな い 。 宅地 割 は比 較 的 大 き い。

格 致(下 京 区):住 商工 混 在 の 街 区 で あ り,準 幹 線

で あ る西 洞院 通 りや 高 辻 通 りに面 した 町家 の建 てか え

が 進 ん で お り,そ の 多 くは商 業 ビル で あ る 。方 形 の街

区 で あ り,南 北 に通 る裏 路 地 に入 る と戦 前 借 家(長 屋

建)が 残 って い る。

な お,調 査A,Bと も,ア ンケ ー トの 回 収率 は90%以 上 で あ った 。

以下 は これ ら3つ の調 査 を も と に考 察 を 行 うが,調 査Aに つ い ては一 部 ア ンケ ー トの再 集 計 も行 っ

て検 討 した 。

(3)町 家 地 区 の 日照 の 現 況

都 市 中心 部 の よ うに,建 築 物 の 密 集 した 地 域 に お い て は,住 宅 の 各 部 で 日照 状 況 は か な り異 な り,

特 に物 干場 の あ る場 合 に は その 日照 は 別 に 考 え る必 要 が あ る 。表9-3は 調 査Aに よ る もので ・ ア ン

ケ ー トの 頃(11月)に お け る 日あ た りを 聞 い た もの で あ る ・

地 点別 に み て最 も 日照 が 良 いの は洗 た く物 や ふ とん を干 す とこ ろで,半 数 が 「よ くあた る」 と して

お り、 「あ た らない 」 の は1割 と少 な い 。 大 半 の 町 家 で は屋 根 の上 な どに干 場が あ るた め で あ る・ 次

に 日照 が良 い の は2階 の 居 室 で,1/3が 「よ くあ た る 」 で,「 あた らな い 」 は2割 強 で あ る 。以 上
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表9-3町 家 の 日照(調 査A)
(%)

よく(満 足/不 満)
あたる

す こし(満 足/不 満)
あたる

あ鷺(齪/不 満)

洗たく物やふとんの干場

庭 の 植 木 や 草 花

2階 の 居 室

/階 の 居 室

49.`:,(26.3/22.8)

17.合(3る.5/16。2)

53,3(32.2/16,8》

11.3(40.8/6.1)

39.き(7.8/48.9)

44.5(14.5/31.7)

46。7(8.5/42.5)

28.5qB.5/17.7)

11.7(7.8/7`).占)

コ7.9(10。3/Ei6.8)

2`⊃.1(9.3/68.6)

60.3(9.6/56.3)

は地 盤 面 よ りか な り高 い と ころ の 日照状 況 だ が.地 盤 面 に近 い庭 の植 木 や 草 花 と1階 の居 室 で は・ さ

す が に 日照 が 悪 化 して い る 。 なか で も1階 の居 室 は 「よ くあ た る 」 は1割 強 しか な く.「 あ た らない」

が6割 と半 数 を 超 え て い た 。 この よ うに,高 い位 置 の 日照 は あ る程 度 良 い もの の,1階 レベ ル の 日照

に は 恵 まれ てい な い 。

調 査Bで は,更 に細 か く,洗 た く物 を 干 す場 所.フ トンを干 す 場 所,2階 の オ モ テ ガ ワの へや,2

階 の ウ ラが わ の へ や別 に,冬(12月 の調 査 の 頃)と 春,秋(彼 岸 の 頃)に つ い て ア ンケ ー トが行 わ れ

た 。 表9-4が そ の結 果 だが,洗 た く物 と フ トンを干 す場 所 の状 況 は ほ ぼ 同 じで,干 場 を共 有 して い

表9-4町 家 の 日照(調 査B)

冬(%) 春 ・秋(%)

よ く すこし あたら 無記入

あたる あたる ない

よ く すこし あたら 無記入

あた る あたる ない

洗たく物を干す場所

フ トンを干す場所

2階 のオモテ側の部屋

2階 のウ ラ側の部屋

46,⑪36,216.61.2

4白.330.619.93.コ

58.3=50冒 く,27脚93.9

27,◎26,741.84.5

57置5暮6.84冨51口5

55.533脚27胴45胴9

44,227,923,44.5

き1.230騨334。1465

るも の と思 わ れ る。興 味を ひか れ るの は2階 の オ モ テ と ウ ラ との 比 較 で,道 路 空 間 とい う建 物 の ない

こ とが保 障 され て い る 空 間 に面 した オ モ テの 方 が ウ ラよ り も 日照 に 恵 まれ て お り,ウ ラの 日照 は かな

り悪 化 が 進 ん で い る こ とが わか る。

調 査Aで は,住 宅 の住 み ぐあ いを 居 住 者 が ど う感 じて い るか も調 査 され た 。 日照 ・通 風 に 関 しては,

「満 足 」 が16.6%,「 まあ満 足 」 が447%,「 不 満 」 が34.9%と,満 足 して い る 者 は 少 な か った 。

この 満足 度 は,先 の4地 点 で の 日照 状 況 と関 連 して い る もの と思 わ れ る ので,ク ロス集 計 を 行 い,そ

の 関連 を 検 討 した 。 ク ラマ ー の連 関 係 数Vで み る と3!満 足 度 との 関 連 が 最 も大 きか った の は1階 の

居 室 の 日照 のV=0.324で,次 が2階 の 居 室 のV=0.308と,満 足 度 は居 室 の 日照 と の関 連 が 大 き い・

洗 た く物 や ふ とん を干 す と こ ろ のVは α266,庭 の 植 木 や 草 化 のVは0.257と,居 室 に比 べ て か な り

低 くな っ てい た 。

なお・4地 点 の 日照 と 日照 ・通 風 へ の 満 足 度 との 関 連 を 示 す ため,表9-3の0内 に,各 地 点 の 日

照 が 「よ くあ た る」 「す こ しあ た る」 「あた らない 」 と答 えた 世 帯 別 に,日 照 ・通 風 に 「満 足 」 して

い る世 帯 と 「不 満 」 な世 帯 のパ ー セ ン トを 示 した 。 この 表 か ら,干 場 の 日照 は よ くて も 日照 。通 風 に

「満 足 」 して い る者 は少 な い こ とや,庭 の 日照 が 変 化 して も 日照 ・通 風 に 「不 満 」 な世 帯 の割 合 は他

の 地点 ほ どは変 化 しな い こ とが わ か り,居 室 の 日照 の 大 切 さが 確 認 で き る。
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ところ で,同 じ町 家 地 区
表9-5間 口方 向 ・建 物 型 と 日照 評価

で も様 々な形 態 の住 宅 が

混在 してお り,日 照 状 況

には各 々特 徴 が あ る と思

わ れ る。 これ を 考 え て み

たのが 表9-5で,間 口

方 向 およ び建 物 型 と 日照

評価4を の関係を示 して

あ る。 まず 間 口の 方 位 別

にみ る と,住 居 の奥 が 南

に面 す る こ とと な る北 入

りで最 も評 価 が高 い 。東

南,西 の3方 位 に は あ ま

り大 きな差 は な いが,南

が道 路 に面 す る もの で少 し評 価 が 悪 い 。

この結 果 か ら,住 居 の オ モ テの 日照 も重 要 だ が,ウ ラの 日照 は それ に 劣 らず重 要 ら しい ことが わ か

る。調査Cに よ れ ば,町 家 の居 間 は ほ ぼ半 数 が1階 の ウ ラに あ り,1階 の 中 の間 や2階 の ウ ラにあ る

例 もあ るが,オ モ テ に あ る こ と は珍 し く,日 照 の 良 い オ モ テ の2階 は,子 供 部屋 か 客 間 とい う例 が 大

半 であ った 。 ウ ラの 日照 が重 要 な の は,生 活 の 中心 とな って い るか らで あろ う。 また,正 午前 後 の 日

照 の得 に くい東,西 入 りの 評価 は,南,北 入 りよ りも悪 くな るので はな い か と予想 したが,そ の よ う

な 点は な か った 。 これ は,た とえ朝 ・夕 の 日射 の 弱 い 時 の もの で あ って も,居 住 者 は 日照 を評 価 して

い る こ とを示 してい る。 調査Cに お い て も,ビ ルの 建 設 で 失 わ れ た朝 日を 残 念 が った り,屋 根 こ しに

得 られ る西 日を 評 価 して い る例 が み られ た 。都 市 中心 部 にお い て は,郊 外 住 宅 地 ほ ど厳 し く日照時 間

帯 を考 え る必 要 はな い,と 理解 して良 い と思 われ る 。

表9-5の 下 部 は,住 宅 の 形 態 別 に 日照 状況 をみ た も ので あ る。 ま ず,町 家 ・長屋 にお い て は,在

来 型 の方 が一 部 変 更(前 面 の50%以 下 の変 更,ま た は一 部 を 倉 庫,ガ レー ジ等 に簡易 建 築 化 した もの)

や 大幅 変 更(一 部 変 更 を こえ る変 更 を 行 った もの)よ りも 日照 が 良 い 。 しか し,現 代 様 式 に 建 替 え た

もの は,こ の在 来 型 よ りも更 に 日照 が 良 く,特 に3階 以 上 に ビル 化 した も の で は 「悪 い」 は53%に

過 ぎ ない 。 また,現 代 様 式 の2階 建 で は,「 非 常 に 良 い 」 も多 い が 「悪 い」 も多 く・ 条件 の多 様 さを

物 語 って い る。 な お,和 風 屋 敷 型 とは,古 く和 風 で あ る が町 家 で ない もの で,敷 地 が 広 い ため 日照 状

況 はか な り良 くな って い る。

(%)

世帯数
非常に ますまず あまり良い 悪い

良い 良い 良くない

間口方向

東

南

西

北

98

118

i⊂,5

97

9,221,428,627,613.3

6.721.`)28.626置717.1

8,515,334,723,717.8

1◎.苫2芯,753.(,18卿614.4

建

物

型

町家 ・

長屋

在 来 型

一部変更

大幅変更

143

1さ(,

47

9.116.837胃125.211。9

3,120,830,026.2208⑪

6.425暫525雷523.419.2

現代

様式

2階 建

3階 以上
のビル

そ の 他

31

38

12

19,412,916,125,825.8

15.234.228冒918.45.3

8雷38.;;3.33;.316。7

和風屋敷型 17 25,517,641.25,911.8

合 計 418 8.62⊂,.1;1.324.215.8

(4)近 年 に お け る 日照 の変 化

以上 は 日照 の 現況 で あ るが,問 題 は近 年 の 建 築 活 動 が どの程 度 日照 を 変 化 させ て い るか で あ る。 そ

こで,A調 査 に よ り,近 年 の変 化 を 検 討 しよ う。

表9-6は,「 近 年,日 あ た りが 変 化 した と思 わ れ ます か 」 とい う問 い に対 す る 回答 を 地 区 別 に不

した もの で あ る 。乾 隆 で7割 の世 帯 が 「以 前 とか わ らな い 」 と答 え た のを 除 き・ 他 の3地 区 は半数 が

「悪 くな った と思 う」 と答 え た 。悪 くな っ た理 由 と して,乾 隆 と竹 間 は 「隣 近 所 が 建 て こん で きた た
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め」 が 多 く,生 祥 と格 致 は 表9-6近 年 の 日あ た りの 変 化

「近 くに ビル が建?た た め 」(%)

が 多 い と,地 区 の状 況 が 反

映 され てい る。 また 日あ た

りが 「良 くな った 」 とい う

回答 は非 常 に少 な い 。

な お,こ の 「良 くな った」

が 少 ない ことは,住 宅統 計 調

査 で 日照 が 改善 され て い る

こ とや,3階 以 上 の ビル化 を した 住 宅 の 日照 の 良 さと矛 盾 す る よ うに も思 え る 。 しか し,改 善 され た

の は 「住 戸 の 日照 」 で あ り,こ れ は主 に 住 宅 改善 時 に 人 々 が工 夫 した お か げ で あ り51敷 地 へ の 日

以前と変世帯数

わらない

悪 くな った と思 う 良 く

な ったビル化 建てこみ その他

乾 隆1苫 苫7◎.727。O

竹 間9([40.058.9

生 祥9951・546・5

格 致1405:三.645・7

9,`)13.51〕.82.3

4,438,915.31.1

35r58層1-2.0

=二4.苫6.42.10.7

合 計46255.445.1 25.815.2玉.51.5

あ た りが良 くな った た あ で は ない 。その結 果,こ こで は 「良 くな った 」 が非 常 に少 な い の で あ ろう 。

この よ うに,近 年,日 照 状 況 は悪 化 して い る。 そ こで 日あ た りが変 わ らな い とい う世帯 と悪 化 した

世帯 の 日照 状 況 を 比 較 し,悪 化 の 程 度 を 考 え て み よ う。表9-7は 悪 化 と4地 点 の 日照 の 関係 を 示 し

表9-7 日あたり変化と日照状況
(%)

洗たく物やふとんの干場 庭の植木や草花 2階 の居室 /階 の居室

よく すこ し あ たら

あ た る あ た る ない

よ く

あた る

す こ し

あ た る

あ た ら

な い

よ く

あ た る

す こ し

あ た る

あた ら

ない

よ く

あ た る

す こ し

あた る

あた ら

ない

ピ ル 化
悪化 建 てこみ

変 わらな い

28.95〔:D.82(,.き

34.El52.213.c》

6`=}.932.86.3

6.`)

7.7

23.6

41.(,

5.三.8

45.5

53.◎

苫8.5

享`=,.9

15.3

34.1

41.3

56.8

4〔=}.9

4三.4

28.1=,

25.⊂)

15.3

5.⊂,

6.7

1き,9

15.7

31.1

34.ヨ

79.3

62.2

51.8

た も のだ が,「 か わ らない 」 世 帯 よ り 「悪 くな っ た」 世 帯 の方 が 日照 状 況 が 悪 く,し か も建 て こみ に

よ る場 合 よ り も ビル によ る場 合 の 方 が悪 化 の程 度 が 大 きい 。 な お,地 点 別 に 「よ くあ た る」 とい う世

帯 を 比 較 す る と,ビ ル 化 と建 て こみ の差 は,庭 や1階 の 居 室 と い っ た地 面 に近 い と ころ よ り も,干 場

や2階 の居 室 の方 が 大 きい 。 これ は,ビ ル は高 い ため,建 て こみ の 場 合 と違 っ て2階 以上 の レベ ル に

も 日影 を 及 ぼ す か らで あ り,か ろ う じて町 家 に残 され て い た 日照 も奪 う もの で あ る,と いえ る。

この結 果,ビ ル 化 で 日照 を奪 われ た世 帯 で は,日 照 ・通 風 に 満 足 して い る例 は少 な く,ま た 環境 の

の 悪 化 に 困 っ てい る。 表9一

表9-8日 照 ・通 風 へ の 満 足 と困 難8は これ を 示 した もの で あ り・

ビル が 建 っ た たあ に 日あ た り

の 悪 くな っ た世 帯 の4割 強が,

その ため に こ の場 所 で 住 み つ

づ け る上 で 「たい へ ん 困 った」

と回 答 して お り,こ れ は建 て

こみ の 場 合 の 倍 近 い数 字 で あ

る。

最 後 に,近 年 の 日照 悪 化 に

(%)
現 住宅 の 日照 ・通風 に 日照 ・通風上の困難の有無

まあ満足 不満
満足

た い へん す こ し 困 らな

困 った 困 った か った

悪化

'

ビ ル 化

建 てこみ

変わらない

7,1呂5,359.5

1了 口〔=レ37.(=,5〔).(,

22昌149層82E3.1

41,939,518.5

22日745.531.8

9.528.(162.5
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関連 してい る と思 わ れ る・ 建 物 の 前 面 道 路 か らの セ ッ トバ ッ クの状 況 と,裏 庭 の 状況 をみ て み よ う。

そ の状況 が 表9-9で ・ 非 居 住 建 築 物 に つ い て も示 して い るた め,デ ー タの 総 数 が か な り多 くな っ て

い る。

表9-9セ ッ トバ ック と裏 庭 の 状 況

建物数

セ ッ トバ ック (%) 裏庭の状況 (%)

全く

なし

1m

位

2～3

m

4m

以上

その他
・不 明

全く

なし
少 しは

ある

十分

あ る
その他

町家 ・
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55.8
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さて,一 般 の 町 家 ・長 屋 で は,0,5～1m程 度 の セ ッ トバ ッ クが あ るの が 普通 で あ り,在 来 型 は ほ

ぼ6割 が そ うで あ る。 と ころ が これ に手 を 加 え た 変 更 型 で は半 数 強 が 道 路境 界 線 ぎ り ぎ りに建 って お

り,少 しで も敷 地 を 有効 に利 用 しよ うと してい る こ とが わ か る 。 と こ ろが,建 てか え を行 った 現 代様

式 の建 物 で は,セ ッ トバ ッ クの全 くな い も の は減 少 し,逆 に数 メ ー トル の前 面空 地 を 有す る もの が か

な り見 られ る。 この よ うに広 い セ ッ トバ ックが 行 わ れ て い るの は,自 動 車 の駐 車 スペ ー スのた め で あ

る。特 に3階 以 上 の ビル で は セ ッ トバ ッ クの全 くな い もの と広 くあ る もの とに2極 分 化 す る傾 向 が 見

られ るが,駐 車 スペ ー スの必 要 な場 合 は それ を と り,必 要 で な い場 合 は敷 地 を い っぱ い に利 用 して い

るため で,土 地 の 高 度 利 用 が 図 られ て い る もの で あ る。

セ ッ トバ ックが 前 面 の 建 て づ ま り状 況 を 示 す のに 対 し,背 面側 の状 況 を 示 す の が裏 庭 で あ る。 これ

は,全 くな い もの が4割 と多 く,特 に3階 以 上 の ビル で は2/3が そ うで あ った 。町 家 ・長 屋 で は,

在 来型,一 部 変 更,大 幅変 更 とな る に つれ て 「十 分 あ る」 が 減少 してい る。 な お,在 来型 で も全 くな

い もの が多 いが,こ れ は裏 宅地 に 多 くみ られ る敷 地 の 狭 い 長屋 の影 響 によ る もの で あ る・

なお,セ ッ トバ ック と裏庭 の状 況 に は関 連 が あ り,駐 車 の た め に セ ッ トバ ッ クを行 う と・ 延 べ 面積

を確 保 す る ため に 裏 庭 の 全 くな い建 物 とな る こ とが 多 い 。 そ の結 果,町 家 の ウ ラ側 の 日照 は ほ とん ど

望 めな くな って しまい,町 並 み の連 続 性 も断 たれ るの で,セ ッ トバ ック に は問題 が感 じられ る ・

9-2 日照 に関す る居住者の意識

これ まで の 分 析 で,京 都 市 中心 部 の町 家 地 区 にお け る 日照 の 状 況 ど 近 年 の 変 化 が 明 らか とな っ た。

近 年 の ビル 化 の 進行 は,か な り 日照を 悪 化 させ,問 題 を 感 じさせ る。 こ の よ うな 現状 に対 し・ 居 住 者

は何 を考 え,ど うな る こ とを希 望 して い る の だ ろ うか 。 そ こで,以 下 で は ア ンケ ー ト調 査 の結果 を も

とに,居 住 者 の 意 識 を 分 析 しよ う。
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(1)日 あ た りに 関 す る意 見

調査Aで は,居 住 者 の 日あ た りに 関 す る意見 を4つ に 分類 す る質 問 を行 って い る・ 意 見 の 第1は 「

町 な か に住 ん で い る の だか ら,日 あ た りな どい う権 利 は な い 」 と い う もの で・ これ に 賛 同 した の は・

9.7%と 少 なか った 。第2の 「ビル を 建 て る相手 と交渉 して補 償 を とれ ば よ い 」 とい う意 見 へ の賛 同

は 更 に少 な く,6.0%で あ った 。 そ して,圧 倒 的多 数 の 人 は や は り 日照 を 求 め て お り.「 町 なか だか

ら,洗 た く物 や ふ とん が干 せ る く らい の 日照 で が ま んす べ き だ」 が42・0%・ 「東 む き・ 西 む きで も

よ い か ら,居 室 に少 しで も 日あた りが とれ るよ うに すべ き だ」 が37.1%で あ った ・ な お・ 以上 の4

つ 以外 の意 見 も46%あ り,そ の 多 くは 「東 む き西 む き で は不 十 分 で・ 南 か らの 日照 を 」 とい うもの

で,現 在,南 か らの 日照 を享 受 してい る世 帯 に 多 い よ うで あ った 。

この よ うに.日 あ た りは不 要 だ とい う意 見 は 少 な い が,日 あ た りを 望む もの の な か で,居 室 へ も望

む 世帯 は半 数 ほ どに 止 ま って い た 。

と ころで,こ の 日あ た りに 関す る意 見 に は,現 在 の居 住 状 況 が 反 映 して い る 可能 性 が あ る 。 そ こで,

住 宅 の所 有 関係,日 照 ・通 風 に対 す る満 足 度 と困 った経 験 の有 無 別 に意 見 の分 布 を み た 。 そ の結 果,

日照 は 不要 だ とい う意見 は持 地 持 家 層 に は 少 な く借 家層 に多 い こ とと,日 照 ・通 風 が悪 くな った た め

この場 所 に住 み つ づ け る上 で 「た いへ ん 困 った 」 こ との あ る世 帯 で は,居 室 へ の 日あ た りを望 む例 が

多 い ことが わか った 。

表9-10日 あた りに 関 す る意 見
(%)

世帯数
権利 は 補償を 干場の 居室の その他 無記入

ない とる 日照 日照

持地

持家

た いへ ん 困 った

す こ し困 った

困 ら なか った

47

88

143

4.54.暮36。251.14.50.0

8.く}6。847.731.85.70.Q

7。74.2∠}6.938.51.41。4

小 言f 298 7.75.045.(}37.93.7().7

借家

た いへ ん 困 った

す こ し困 った

困 らな か った

3B

43

35

15.87.928.942.15.3`).`=,

11.611.657.2き0.29。30.0

17.15,74⊂,.`=,31.45.70.⊂,

小 言『 123 14.68.1苫5.035.⊂D7.3(⊃.O

合 計 4苫1 9.76.()42.{,苫7.14.6⑪.5

注)小 計は困難の有無が無記入の世帯を、合計は借地持家の世帯を含む.

この 状 況 を示 した のが 表9-10で あ る。 町 な か で の 日照 の必 要 性 を 認 め な い 意見,な か で も 「日あ

た りな どい う権 利 は ない 」 とい う意 見 は,借 家 で は持 地 持 家 の2倍 ほ どあ る。 京 都 の 都 心 部 で は戦 前

か らの 古 い 借家 が多 く,家 賃 が 安 い こ と もあ って借 家層 の権 利意 識 が 強 い の で 持 地 持 家 層 との差 は少

な'いの で は な い か と も思 った が,や は り意 識 に 差 が 認 め られ た 。 そ して,持 地 持 家 層,借 家層 とも,

日照 ・通風 で 「たい へ ん 困 った 」 経験 の あ る世 帯 で は,そ うで な い 世 帯 に 比 べ,居 室 へ の 日あ た りを

求 め る意見 が10ポ イ ン ト以上 多 い 。 これ は,日 照 ・通 風 で 大 き く困 る まで は,干 し物 へ の 日照程 度 で

よ い と思 って い たが,実 際 に その よ うな 経 験 を す る と,や は り居 室 へ の 日照 の 大 切 な こ とに 気 づ いた

ケ ー スがか な りあ る,と い う こ とを 示 して お り,居 室 へ の 日照 の 重要 性 を 思 わ せ る。 な お,日 照 ・通

風 へ の 満足 度 と の間 には,特 に 明 瞭 な 傾 向 を 見 出す こ とは で きな か った 。
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(2)今 後 の町 づ くりへ の 要 望

調査Bは ・ 今 後 の 町 づ くりに 対 す る居 住 者 の 要 望 を,多 くの面 か ら質 問 して い る。 そ こで,そ の な ,

かか ら 日照 に 関連 す る事 項 を と り出 して分 析 しよ う。

表9-11住 み つ づ け る うえ で 必 要 な もの
(%)

位

位

一

二

第

第

居間の2階 の 窓を開け 窓からの 子供室等 植木や草 その他 無記入
日あ たり 日あたり れること 眺望 の明るさ 花の栽培

冨7.4

22.8

60.2

22.3

18.4

40.7

10.1

1(弾.7

2⊂).8

9.27.4

1(,.720.2

19.927。6

▼管

2

5

下曽

6

9

3.3

1.8

5.1

7.0

9.2

16,2

表9-11は,都 心 で は す べ て の 面 で よ い環 境 を得 る こ と は困 難 だ が,「 住 み つ づ け る うえ で,あ る

程度 は必 要 だ と思 わ れ るの は どれ で し ょ うか」 と い う質 問 に対 す る回答 を 示 した も ので あ る。 第1位

にあ げ られ た もの で は 「居 間 の 日あ た り」 が最 も多 く,次 が 「2階 の 日あた り」 と,居 室 へ の 日照 を

求め る意 見 の多 い こ とが わ か る。

と ころで,近 年 は京 都 の 都 心 部 で も各地 で マ ン シ ョ ンの 建 設 が み られ る。 ツ ンシ ョ ンを ど う感 じる

かに つい て い くつ か の 意 見 を 示 し,同 感 す るか ど うか を 聞 い た と ころ,最 も多 くの同 感 が得 られ た の

が 「日あ た りや 見 は ら しが 悪 くな る と思 う」 で,85 .0%の 賛 成 が あ った(表9-12の 上段)。 次 に

表9一 工2マ ン シ ョン建 設 等 へ の意 見

YES NO
わか ら

ない 無記入

マン シ ョンが建 設 され ると 、

日あた りや見 は らしが悪 くなる と思 う. 85.0監 9,6号 4.5暑 0.9暑

5～6階 建ての マ ンシ ョン が建 つ ことに な った ら、 日あた りや

風 害等 まわ りに悪 影響 を及 ほさ ない設 言f変更を主 張す べき だ ・
82.8毛 7.5署 8.4竃 1.2署

こん ご個 別に建 てか えや建 て増 しをす る場 合 に、 とな りの 日あ

た りや採 光を考 えて建 物の 形 ・大 きさを決 め る配 慮が 必要 だ ・
64.3 亀11.1篭24.0暑 0。6亀

同感 が多 か った の は 「出入 りの車 や め いわ く駐 車 が 多 くな りそ うだ」 の82.0%で,逆 に 「町並みがモ

ダ ンに な り,都 心 ら しい雰 囲気 が で き てよ い 」 「地 価 が上 昇 して財 産 的 価値 が増 す の で け っ こ うだ 」

とい った マ ン シ ョンを肯 定 す る意 見 へ の 同 感 は 少 な く,2割 前 後 に過 ぎ なか った 。

このよ うに マ ン シrン に対 して厳 しい 見 方 を して い る居 住 者 は,近 所 に5～6階 建 て の マ ンシ ョン

が建 つ こ とに な った と した ら,何 を 主 張 しよ う と思 って い る の だ ろ うか 。 「当然 主 張 す べ き」 だ と思

う率 が 最 も高 か っ た の は 「上 階 か らの 落 下 物 の 防 止 等 の 安全 対 策 を ほ ど こす」 の91.0%,次 が 「出

入 りの 車 の た め の駐 車 ス ペ ー スを 確 保 す る」 の89.2%で,「 日あた りや風 害 等 まわ りに悪 影 響 を 及

ぽさ ない よ うに設 計 を 変 更 す る」 は3番 目に 多 く,82.8%が 当然 主 張 す べ き だ と考 え・ 都心 では 主

張で きな い と考 え るの は7.5%に 過 ぎな か った(表9-12の 中段)。

以 上 の よ う に,周 辺 へ の 考 慮 な しに 建設 され る マ ン シ ョンに対 し,人 々は厳 しい見 方 を して い る・

しか し,個 別 に行 わ れ る建 てか え や 建 て 増 しに 対 す る意 見 は少 し柔 か くな る 。 それ で も 「と な りの 日

あた りや採 光 を 考 え て建 物 の 形 ・大 き さを 決 め る」 よ う 「都 心 で も配 慮 す べ き」 だ とい う意見 に64β
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%が 賛 同 し,「 都 心 だ か ら考 え な くて よ い 」 は11.1%と 少 な く,や は り人 々は 日あた り ・採 光 を

望 ん で い る(表9-12の 下 段)。 なお,個 別 の 建 て か え ・増 築 時 に配 慮 す べ き点 と して は,騒 音 や プ

ライバ シ ー(視 線)の 方 が 多 くあ げ られ,各9割 と8割 の賛 同 が得 られ た 。

最 後 に,こ れ か らの住 宅 ・町 づ くり施策 に つ い て の要 望 を み よ う。表9-13の よ うに,「 都心 で も,

物 干 場 や居 室 に あ る程 度 の
表9-13今 後 の住 宅 ・町 づ くり施 策 へ の要 望

日あ た り ・採 光 が で き るよ

都心 でも 、物干 場 や居 室にあ る程 度の 日あ た り ・採 光 がとれ るよ 一9--66 ●9竃うにビ ルやマ ン シ
ョン に対す る規 制 を厳 し くす ること ・

建 てか え ・建 て増 しの ための 資金 融資 、技術 援助 を 強化 す るこ と ・…33.8亀

町 ごとか 、何人 か集 まって 、お互 いの住 環 境を 守 るため の協 定 や 一一一一23 .4老ル ール を決め る 、その お手伝 いを す るこ と・

裏路 地完地 の よう な建 てかえ 困難 な場合 の ため に 、共 同 建て かえ 璽一一一20.4暑事業 を促 進す ること
.

町 中の便利 な ところ に 、も っと公共 住宅 の供 給を 促進 す る こと.一一一一一16.7暑

注)復 数 回答 のた め 、パ ー セン トの討 は100亀 を超 え る.

う に ビル や マ ン シ ョ ンに対

す る規 制 を 厳 し くす る こと」

が 最 も多 く,6割 の世 帯 が

あ げ て い た 。 また 「町 ご と

か,何 人 か 集 ま って,お 互

い の住 環 境 を 守 る ため の 協

定 や ル ー ルを 決 め る,そ の

お 手 伝 いを す る こ と」 とい

う要 望 も2割 あ り,人 々が

住 環 境 の大 切 さを 感 じて い る ことが わ か る。

9-3 ま と め

町 家 地 区 に 関 す る分 析 によ り,都 市 中心 部 に お け る 日照 に つ い て 次 の よ うな点 が 明 らか と な った 。

①都 市 中 心部 といえ ど も,住 宅 に お い て は一 定 の 日照 が 確 保 され てお り,特 に 地面 よ り一 定 の高 さ

だ け あが った物 干 場 や2階 の居 室 で は,良 好 な 日照 を 享 受 して い る世 帯 も少 な くな い 。 な お,居 室 を

道 路 に 面 した オ モテ と反対 の ウ ラ とに分 けた 場 合,生 活 の 中 心 の あ る ウ ラの 日照 の方 が 重 要 と思 われ

る。 また,郊 外 の 一戸 建住 宅地 で は 日照 の 時 間 帯 が 非 常 に 重 要 で あ った が,町 家 地 区で は東 や 西か ら

の 日照 で あ って も,そ れ な りに評 価 され て お り,有 効 な 日照 を 正午 前 後 に限 定 す る必 要 は な い
。

② 町 家 地 区 の 日照 は,近 年 の建 て づ ま り現 象 に よ って悪 化 して い る。 特 に ビル に よ って 日照 を奪 わ

れ る場 合 に は,か ろ う じて確 保 され て い た2階 レベ ル の 日照 もな くな るた め 被 害 が 大 き く,た いへ ん

困 った とい う例 が多 い 。他 方,こ の よ うに して建 った ビル の方 は,敷 地 い っぱ い に建 って い る もの が

多 いに もか か わ らず,町 家 一長屋 の上 空 か らの 日照 の おか げ で,日 あ た りに 恵 ま れ て い る。

③ 町 家 地 区 の居 住 者 に は,町 な か だか ら 日照 は不 要 で あ る と考 え て い る者 は少 な く
,日 あ た りの 良

さを 望 ん で お り,特 に 日照 で 困 った経 験 を も つ場 合 は居 室 へ の 日あ た りを望 む 率 が 高 い 。 この意 味 で,

人 々は マ ンシ ョ ンに対 して厳 しい見 方 を して お り,今 後 の 建 築 活 動 に対 し
,日 あ た り等 へ の配 慮 を 求

め,そ の ため の施 策へ の要 望 も強 い。
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注1)三 村 浩史,木 下真,水 野和則,「 都心 にお ける住環境整備 と地域社 会,そ の2一 建て替 え ・改善行

動 と街 区環境」 日本建築学会大 会学術講演梗概集q982年),お よび,新 しい都 市住宅調査研

究会,「 新 しい都市住宅等の調査研究(中 間報告),第1部 第1章 」(単 行報告書,1982年)

2)三 村浩史,清 水肇,橋 本 功,「 相隣空 間関係 の変容 と制御 に関す る研究,そ の1,そ の2」,お よ

び,三 村 浩史,水 野和則 「土地経営志 向と地 域空間意識」,い ずれも 日本建築学会大 会学術講演梗

概集(1983年)

3)ク ロス表の関連の強 さを示す もので,ク ラマーの コンテ ィンジェンシイ係数 とも呼ばれ る。Vは0

～1の 間の値を とり,1に 近いほ ど関連が強 い。(安 田三郎g海 野道郎,「 社会統計学」,1977

年 な どを 参 照 の こ と)。

4)こ れ は先 の1,2階 の 居 室 の 日照 評 価 を総 合 した もの で,1,2階 と もよ くあ た るの を

「非 常 に良 い 」,ど ち らか が よ くあ た るの を 「よ い 」,ど ち ら もあ た らな い のを 「悪 い 」

等 に した もの で あ る。

5)調 査Aで は この10年 内 に建 て か え や 増 築 を した 世帯 の調 査 も行 わ れ た。 そ の結 果 に よ る

と,建 て かえ,増 築 の 動 機 は大 半 が 建 物 の 老 朽 化 や狭 い こ とで あ り,日 照 や通 風 を 良 く

した か った か らと い うの は1割 弱 しか な か った。 しか し,か な りの者 が 建 て か え,増 築

時 に 日あ た りが良 くな る よ うな 工 夫 を 意 識 して 行 って お り,人 々が 日照 を 求 あ て い る こ

とが わ か った。
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第10章 町家の空間構成 と日照確保

前章 でみ た よ うに,こ れ まで 一 定 程 度 確保 され て い た町 家 の 日照 は,近 年 の ビル 化 の 進 行 に ょ って

急速 に失 われ つ つ あ る 。一 方,居 住 者 は 都 市 中心 部 で あ って も 日照 の あ る こ とを 望 ん で お り,そ のた

め の施 策 を 求 め る声 も強 い 。

しか し,都 市 中心 部 にあ る町 家 地 区 を 過去 の姿 に も どす の は も ち ろ ん,現 状 の ま ま置 くこ とも不 可

能 に近 い 。 これ らの地 区の 建 物 は既 に更 新 期 を迎 え て お り,建 てか え が 行 な わ れ るの は必 至 で あ るが,

建 てか え に あ た って は建 物 の 延 べ 面積 の増 加 が 図 られ,そ の 立 地 条 件 に応 じた利 用 が行 われ るの は止

むを 得 な い 面 もあ るか らで あ る。 か とい って,こ れ らの個 別 的 建 築 行 為 を 放 置す る と,町 家 地 区の 日

照 は悪 化 の一 途 を た ど り,い ず れ は人 の住 ま ない 空 間 へ と変 質 して しま う恐 れ も強 い 。

と ころ で,町 家 地 区 で は建 物 が軒 を 接 して 並 び,以 前 か ら高 密 な 地 区 で あ っ た 。 そ こ にお い て も一

定 の 日照 が確 保 され て い た の は,そ れ な りの 工 夫,そ れ な りの秩 序 が あ った か らで あ る。 本 章 で は,

まず 町家 の空 間 構 成 を検 討 し,そ こで 日照 が得 られ て い た原 因 を 考 察 す る。 次 に,そ の 空 間 構成 の特

質 を 現代 に も生 か し,今 後 の町 づ くりに秩 序 を 与 え,日 照 を確 保 して い くた め に は どの よ うな方 策 が

考 え られ るか,に つ い て検 討 を 行 う。

な お,本 章 で は,前 章 で用 い た 町 づ くり調査 の うち,調 査Aと 調 査Cの 一 部 を資 料 に 用 い る 。

10-1 町家の空 間構成

(11敷 地 の状 況

京 都市 の 中心 部 の 街 路網 は,東 西,南 北 方 向 と も約120m間 隔 に 道 路 の あ る方 形 パ タ ー ンで形 成

され た が,後 の秀 吉 の 時 代 に方 形 の 中央 に更 に1本 の南 北 道 路 が 加 え られ .約60rn×120mの 短 冊形

のパ ター ンへ 変 化 した 。 しか し,一 部 で は 中 央 に道 路 を 通 す こ とへ の 反 対 が 強 く,方 形 の まま残 され

た街 区 も あ る。 前 章 の 町 づ く り調 査 の 行 わ れ た 地 区 の う ち,格 致 の み は この 方 形 の 街 区 で
,他 の3地

区 は短 冊 形 で あ る 。 そ して,こ の 街 区 の 中 が 細 か く敷 地 に分 け られ,そ こに 建 物 が 建 って い るので あ

る。

調 査Aに よ り・ 地 区毎 に敷 地 規 模 の分 布 を み よ う。 表10-1の よ うに,方 形 街 区 の格 致 と,短 冊形

表10-1敷 地 の 状 況

区画数

敷 地 規 模 の 分 布(%)
平 均 値

(m2)

裏宅地

の率

(%)
50m350～100～150～200～300m3

未 満100m2150㎡200m2300㎡ 以 上

乾 隆

竹 間

生 祥

格 致

185

126

171

198

4.苫24.914.占22.718.{ヲ14.6

7,1玉4,92苫,815.97,211.1

4。728億122.812.ぶ12鳴219"9

5(1.8了L311.68.19.19.1

187

152

219

124

8.8

11.2

合.4

42.0

合 計 680 12.629胃417.514帽612冒21;鱒7 17C, 18.3
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の3地 区 とで は,大 きな 差 が み られ る 。 短 冊 形 の 街 区 で は,50㎡ 毎 に区 分 す る と50～100㎡ の も のが

最 も多 い が,6～7割 は100㎡ 以上 で,平 均値 も150㎡ を こえ て い る 。と こ ろが格 致 で は道 路網 が 疎

で あるた め,こ れ を 補 う形 で 多 くの 裏 路 地 が 発 達 し,狭 い戦 前借 家 が 並 ん で い る 。 こ の結 果,敷 地 の

6割 が100㎡ 未 満 で,う ち半 数 は50㎡ 未 満 と,狭 小 な 敷 地 が 多 い 。

敷 地 の間 口,奥 行 を 検 討 す る と,間 口は5～7.5mと 狭 い ものが 大 部 分 で,奥 行 は15m前 後 と30m

前後 のが 多 い傾 向が み られ た 。そ の 結 果,調 査 地 区 で 比 較 的 多 くみ られ る敷 地 は,次 の4種 類 に整 理

で き る。① 奥行 が10mに,間 口が7.5mに 満 た な い もの,平 均 的 に は奥 行7m,間 口5mの 敷 地 で,

裏 宅地 に多 い 。 ②奥 行 が10～20mで,間 日が5～7.5mの もの 。平 均 的 に は 奥行15m,間 口6mの 表

宅 地。 ③奥 行 が20m以 上 で,間 口が5～7.5mの もの,平 均 的 に は奥 行30m,間 口6mの 表宅 地 。

④奥行 が20m以 上 で,間 口が10m以 上 の もの.平 均 的 に は奥 行30m,間 口12mの 表 宅地 。

表10-2は,こ れ らの宅 地 の 平表10 -2出 現頻 度 の高 い 敷 地 の 平 均 像

①

②

③

④

⑤

敷地の平均像

1…E巫 夏 ・裏宅地・
r-1

道
路 曄
露匡=璽

道
路

そ の 他

街区での出塊比率

格致 で約40%

他の3街 区 で10%前 後

格 致 で約15%

他 の3街 区 で25%前 後

格致 で約15%

他 の3街 区 で30%強

格致 で10%弱

他 の3街 区 で15%前 後

4街 区 とも20%弱

均 像 とそ の比 率 を 示 した も ので,

方 形 街 区(格 致)で は ① が,短 冊

形 街 区で は ③ が多 い こ とが わか る。

ま た,短 冊形 街 区で は,③,④ と

そ の 中間 の 奥行 が20m以 上 で間 日

が7.5～10mの もの を合 計 す る

と全 体 の半 数 を こえ,奥 行30m

が敷 地 の基 本 とな って い る ことが

わ か る 。東 西60m,南 北120

mの 短 冊 形 街 区 で は,南 北 に通 る

道路 に面 す る敷 地 が多 くな るが,

この敷 地 が 背 割線 まで あ る場合 の

奥 行 が30mで あ り,こ れ が奥 行

30mの 多 い 理 由 で あ る。 そ して

角地 の部 分 や,裏 宅 地 が 生 じた場 合 に は,奥 行 が15m前 後 の敷 地 が 多 くみ られ る こ とと な る。以 上

を模 式的 に 示 した の が図10-1で あ る。

京 都市 の 中心 部 で は,60m×120mの 街 区が 多 い 。 そ して,④ は ③ の 敷地 が2つ い っ しょに な

った もので あ り,② は ③ を2つ に分 割 した 形 の もの だ と考 え られ る。 そ こで.以 下 で は ③ の奥 行30

m,間 口6mで 東 西 に長 い敷 地 を 基 本 と して,考 察 を 進 め て い き たい 。

(2)町 家 の 空 間構 成 と 日照

町 家 の敷 地 は,奥 行 は 長 い が間 口 は狭 い 。 そ こで,こ の よ うな敷 地 で,ど の よ うに して 日照 を得 て

いた のか,に つ い て 考 察 す る 。

まず太 陽 位 置 と影 の 関 係 を考 え よ う。図10-2の(a)は 東 西 方 向 に(b)は 南 北 方 向に伸 び る建 物 の影 を

示 した もの で あ る。 点Pの 影 を点Rと し,(a)で はRを 通 り南 北 方 向 に・(b)で は東 西 方 向 に伸 び る鉛 直

面 を考 え,建 物 との 交 線 を 図 の よ うにP'0',P〃0〃 とす る。線 分0'RはORの 南北成分であ り・0"

RはORの 東 西 成分 で あ る。 また,図 のh(∠PRO)は 太 陽 高 度・Aは 太 陽 方 位 角 で あ る。
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図10-1町 家 の敷 地 制

太陽光線

P' P

o'

w

h'h

灘 一

o

R
R

い ま ∠-P・RO・ をh■,∠-P"RO"をh"と す

る と,あ る点 が南 方 向 か らの 日照 を 妨 害 物 で 遮 られ な

い た め に は妨 害 物 の 南 方 向 の 仰 角 がh'以 下 で あ り,

東 西 方 向 か らの 日照 を 得 るた め に は 同 じ く東 西 方 向の

仰 角 がh"以 下 で あ る必 要 が あ る こ とが わ か る・ この

よ うに,h',h"は 日照 に と って 重 要 で あ る。 そ こで,

京 都 の 緯 度(北 緯35。)に お け る冬 季 のh'とh"と

を 計 算 した 結 果 が 表10-3で あ る 。

表 でh'とh"と を 比 較 す る と,早 朝 と夕 方 を 除 き,

hノ の 方 が 小 さ い。 従 っ て.昼 間 に つ い て考 え る と,

東 や 西 に あ る建 物 よ りも南 に あ る建 物 の方 が,日 照を

妨 害 しや す い と言 え よ う。 そ こで表10-3のh'の 値

を も と に考 え る と,冬 季 に も一 定 の 日照 を得 るた め に

は,南 側 建 物 の北 方 向 か らの 仰角 が25～300以 下 で あ

る必 要 の あ る こ とが わ か る。

こ こで仰 角25～30● の 意 味 を考 え よ う。住 宅 の 階高

は ふ つ う3m弱 な の で,簡 単 に 考 え るた め,建 物 を高

さ3mの 直 方体 で あ る と考 え る11い ま2階 建の建物が

S

＼ ・

h

h町

太陽光線

菱

N
(a)

P匿'

図10-2太 陽 光 線 と 日影

"(b}

0η

並 ん で お り,2階 床 面 に 日照

を 得 よ う とす るな らば,南 北

方 向 に5～6m強 の棟 間間 隔

が 必 ・要に な り,床 上 α5mで

も4～5m強,床 上1mで も

4m前 後 の間 隔が な けれ ばな

らな い 。 そ して,1階 に 日照

を得 る に は,10m程 度 の 間隔

が い る こ と とな る 。

と ころ で,東 か 西が 道 路 に

面 す る標 準 的 な町 家 の敷 地 で

は,間 口が6m前 後 と狭 い た

め,2階 で 日照 を 得 るの に必 要 な棟 間 間 隔 で さえ 自 らの 敷 地 内 に確 保 す るの は無 理 で あ る。従 って・

も し2階 建 の町 家 が 自分 勝手 に 建 ち並 ん だ と す る と,道 路 に面 す る部 分 を 除 き,1階 は も ち ろん,2

階 で も冬 季 の 日照 を 期 待 す る こと は で き な い 。町 家 の 居 住 空 間 の 中心 は 道 路 側 の オ モ テで はな く,ウ

ラの方 に あ る例 が 多 い た め,実 際 に そ うで あれ ば生 活 の 中心 に は ほ と ん ど 日が あ た らな い こ と とな る・

しか し,現 実 の 町 家 を み る と,大 半 の も の に は2階 の 日照 が確 保 さ れ て お り,1階 に も 日照 の あ るも

の も珍 し くない 。 この 原 因 は ど こに あ る の で あ ろ うか 。

図10-3は,在 来 の 町 家 の構 成 を 模式 的 に示 した もの で あ る 。 この 図 か ら,町 家 で は2階 建 と な る

の は道 路 沿 い と敷 地 奥 の 背 割 線 沿 い の 部 分 に ほ ぼ 限 られ,中 間 部 に は平 家 の付 属 建 物 と坪 庭 とか ら成
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表10-3 冬季の太陽位置

冬 至 (。) ユ1月22日 、 ユ月22日 頃 (。)

A h h' h" A hh' h"

8時 ・16時

9時 ・15時

10時 ・14時

11時 ・13時

12時

55.4

42.9

審o。4

15.9

〔=}.Q

8.5

17.6

25.◎

29.8

31.6

14.1

2耳.5

28.4

苫o.8

51.6

10.5

15.0

42.6

64.5

9`)。(=,

56.0

45.1

32.2

16.9

0.⊂}

10,919.0

2(1.427.8

28,152.2

呂3,2き4.4

35,055.O

15.1

27.7

45.0

6白.1

90.0

図10-3在 来 町 家 の 構 成

る部 分 が あ り,そ の 空 間 が 南 北方 向 に連続 して い る
,と い う こ と

が わ か る 。2階 部 分 の 奥 行 を 更 に長 くす る と,側 面 方 向か らの採

光 が 期 待 で き ない た め,家 全 体 が暗 くな って しま うので,敷 地 の

中間 部 に この よ う な スペ ー スが と られ た もので あろ うが,こ の空

間 構 成 は町 家 の ウ ラ側 に一 定 の 日照 を保 障す る効果 を も有 してい

る 。冬 季 の高 度 の 低 い 太 陽 光線 は,図10-3の 矢 印 のよ うに,中

間 の 平家 と坪 庭 の 上 か ら各戸 の ウ ラの居 室 側 へ とア クセ ス して い

く.こ の,一 定 の 広 が りの あ る2階 の な い部 分 が敷 地 境界 を こえ

て 南 北 に 連続 して い る とい う こ とが,町 家 に対 して一 定 の 日照 を

保 障 し,同 時 に採 光や 通 風 を 良 好 に保 つ作 用 を 及 ぽ して い るの で

あ る。 また,在 来型 の町 家 で は,洗 た く物 や ふ とん の 乾燥 も この

部 分 で行 わ れ て お り,平 家 部 分 の上 に専 用 の物 干場 が つ く られ る

例 も少 な くな い。

な お,街 区 の角 の部 分 で は.こ の空 間 の 連続 性 が 中 断 され るが,

一 定 の奥 行 の あ る敷 地 で は,図 の よ うに2階 の あい だ に一 定 の距

離を確保することによって冬季の日照を得ることができる。

以上のように,母 屋と離れとの間に坪庭を含む低層部分があり,し かもそれが南北に連続 した外部

空間を形成していたことが,軒 と軒を接 して建ち並んでいる町家に日照を与え,良 好な居住環境を保

障 して い たの で あ る21こ れ は,町 家 の2階 に関 して の み な らず,1階 に 関 して も言 え る こ とで,坪

庭 を広 くとれ ば.1階 の上 部 で 日照 を得 る こ と も可 能 で あ る。

(3)町 家のビル化と日照悪化

近年の町家地区へのビルの進出は,こ れまで維持 されてきた町家の空間の秩序をこわし,そ の環境

を悪化させている。京都市中心部の町家地区は大半が商業地域に指定されており,許 容建ぺい率は80

%許 容容積率は400%(前 面道路の幅員が狭い場合には,400%の 容積率は許されないことも

ある)と なっているので,ほ ぼ敷地いっぱいに5階 建の建物を建てれることとなる。

京都市は.こ れ ら都心の容積率400%の 商業地域には多 くの居住者がいる点を考慮 し,中 高層建

築物に関する指導要綱を作成 している3!こ れは,_定 の日照を確保するたあ,建 築物が敷地境界線

か らの水 平 距 離 が5mを 超 え る 範 囲 の 高 さ4mの 面 に,冬 至 日の8～ ヱ6時(真 太 陽 時)に5時 間以 上

の 日影 を 生 じさす 場 合 に は,そ の 建 築 に住 民 の 同意,ま た は市 長 の承 認 を 義 務 づ け た も ので あ る ・ し
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か し,こ の指 導 要 綱 が適 用 され るの は高 さが17mを 超 え る建 築 物 に 限 定 され て い るの で,5階 建 まで

の 建 物 は要 綱 の 対 象外 と な っ てお り,階 高 の 低 い 場 合 は6階 建 も可 能 で あ る。 た とえ それ が3階 建 の

建 物 で あ っ て も,こ れ ま で確 保 され て きた 南 北 に 連続 す る低 層空 間 を犯 す場 合 に は 町 家 の 日照 は悪 化

す るこ とを 考 え ると,こ の要 綱 の み で は 町 家 の環 境 悪 化を 防 止 す る こ と が で きな い こ とが 容易 にわ か

るで あ ろ う。

逆 に言 う と,も し南 北 に続 い た低 層 空 間 の連 続 性 を 妨 害 しな い 建 物,ま た は新 しい空 間 秩 序 を 形 成

す る よ うな 形 態 を有 す る建 物 で あ れ ば,あ る程 度 の高 さや 容 積 が あ って も,町 家 地 区 の住 環 境 をあ ま

り低 下 させ な い こ と に な る。 そ こで,調 査Cか らい くつ か の ケ ー スを 選 び,こ の 問 題 を 考 え た い 。 な

お,調 査Cの 結 果 を細 か く記 述 す る と,ど の 世 帯 か が わ か る恐 れ が あ り,プ ライバ シ ー上 問 題 が あ る

ので,必 要最 低 限 の 記 述 に 止 め る 。

(a}

匿]平 家 團2階 建

(b)

Zl3階 以上

　

(ω

・一 ・。 ▲

図10-4 ビル建設例

図10-4の(a)は,角 地 の建 物 イの 日照 が 悪 化 した 例 で あ る 。 イは 角 地 に あ るが,南 の5mほ どの 部

分 に は平 家 の 離 れ しか な い ため,2階 は 南 か らの 良 好 な 日照 を享 受 して い た 。 と ころ が,ロ の建 物が

3階 に な った た め,冬 の昼 間 は全 く日が あ た らな くな った 。 ロは ビル と して は 小型 の もの だ が,イ の

建 物 に と って は致 命的 な位 置 に あ る,と い え る 。

(b)は ビル は 建 ったが 日照 はそ れ ほ ど悪 化 しな か った例 で あ る 。従 来町 家 で あ った ロの建 物 が5階 建

の ビル に 建 て 替 わ り,ビ ル の 東 側 の住 宅 は 日照 が悪 化 した 。 しか し,西 側 に あ る イ は,そ の南 側 に建

物 の な い 空 間 が連 続 して い るた め,2階 の 日あ た りは 良 く,1階 に も少 し 日が あ た り,家 全 体 が 明 る

い 。 しか し・ その 西 隣 りの ハ は・ す ぐ南 に2階 が あ る た め に暗 く
,以 前 よ り 日あ た りが な く,イ と対

照 的 で あ る。 また,ホ の 建 物 は,ビ ル の建 築 後 に 改築 され て い る が、 建 築 主 は 自 らの採 光 等 のた め に

畏 に スペ ー スを と るよ うに 努 め て お り,こ れ が イ の建 物 の環 境 条 件 が 悪 化 しな か った一 因 と もな って

い る ・ なお ・ イ と二・ 二 と ホ の裏 庭 の間 に は人 の背 丈 ほ どの 塀 が 置か れ て い る 。 また,ロ の ビル は 二,

ホの 日照 に も影 響 して お り・ ホ は不 満 に思 っ て い るが,二 は 「文 句 は言 え な い」 と あ き らめ てい る様

子 で あ った 。

(c)は2つ の建 物 が 相 前後 して改 築 され た 例 で あ る。 まず,町 家 だ った ハ が ほ ぼ敷 地 い っぱ い に わ た

り4階 建 の マ ンシ ョ ンと な り,イ と ロは 建 物 の ウ ラの 日照 が 悪 化 し,困 った 。 その 後,ロ は 表 側 の建

物 を3階 に・ そ して裏 の 離 れ を2階 に 改 築 した が,イ は それ によ る影 響 は な い と答 え て い る。 既 に ハ
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によ って 日照 が 減 少 して い た た め も あ る とは思 われ るが,ロ の 建 物 は 前 の部 分 のみ が3階 で,在 来 の

町家 の連続 した 外 部 空 間 を保 持 して い るた め・ た とえ ハ が な くと も・ 建物 イ の 日照 に は影 響 しなか っ

たで あ ろ う。

以 上,調 査Cか らい くつ か の 例 を 見 た が・ た とえ2階 建 で あ って も,位 置 関係 に よ って は隣 家 の2

階 の 日照 や 採光 を奪 う こ とが あ る反 面・ 高 い ビル で あ って も影 響 の ほ とん どな いケ ー ス もあ る こ とが

わか る。 そ して,図10-4(b)の 建 物 ホに み るよ うに ・ 在 来 の 町家 タ イ プの 建物 で は・ 自 らの環 境 条件

を保持 しよ う とす る こ とが、 結 果 と して隣 地 等 の 環 境 の 低下 を も防 ぐ役 割 を果 た してい る の で あ る・

しか し,近 年 に 町 家 地 区 へ侵 入 して い る ビル は,そ の 高 さ と位 置 に よ って 周 辺 に悪 影 響 を 及 ぽす と同

時 に,ま だ点 々 と しか ビル が建 って い な い おか げで,良 好 な 居住 環 境 を 享受 して い る。 だ が.い ず れ

ビルが 連 な っ て 建 つ よ う に な る と,こ れ らの ビル も 日照 妨 害 を受 け る よ うに な る と思 わ れ,こ れ ら

の ビル の環境 条 件 の レベル を 保 つ た め に も,何 らか の秩 序 が 考 え られ ね ばな らな い 。

10-2日 照確保のための方策

(1)北 側 斜 線 と東西 側 斜 線

日照 を 確保 す るた め の確 実 な方 法 は,太 陽 の 動 きを も とに した斜 線 によ って建 築 物 の形 態 を計 画 す

る ことで あ り,斜 線 を も とに計 画す る と,連 続 した 外 部 空 間 を形 成 す る こ とも可 能 とな る。 そ こで,

日照確 保 の た めに は どの よ うな斜 線 が必 要 か を考 え よ う。 な お,後 に詳 し く述べ るよ うに,建 築基 準

法が 採用 して い る 日影 規制 方式 は,チ ェ ッ クが む ずか しい の み な らず.目 標 とす る 日照 時 間 が 得 られ

ない ケ ー ス も少 な くな い 。

日照確 保 の た め の斜 線 とい え ば,第1種 お よ び第2種 住 居 専 用 地 域 の北 側斜 線 や.東 京都 等 の高 度

地 区の制 限 が 考 え られ るが,こ れ ・らの既 存 の斜 線 に共 通 す る こ とは,真 北 方 向 の斜 線 で あ る,と い う

ことで あ る。 しか し,太 陽 によ る影 が 真 北 方 向 に で き る の は南 中 時 の みで あ り,一 般 に は 図10-2の

よ うに 南東,ま た は南 西か ら 日照 が あ るの で,北 側斜 線 のみ で は 日照 を確 保 す る ことが で き ない ・ 日

照 確保 の ため の 北側 斜 線 の傾 き は,図10-2のtanh7を もととしたも ので あ るが・これを 補 完す るた め

にtanh〃 を も と と した東 西 側 斜 線 が必 要 な の で あ る。 そ こで,北 緯35。 につ い て 両斜 線 の傾 きを 求

表10-4北 側斜線と東西側斜線の傾 き

日照を得 る時間帯

(真太陽時)

α β γ

冬至を基準

北側 東 ・西側

〆ヶ月を断 念

北側 東 ・西側

2ヶ 月を断 念

北側 東 ・西側

1

五

瓦

g時 ～12時(12時 ～15時)

9時 半 ～12時(12時 ～14時 半)

10時 ～12時(12時 ～14時)

1/2.3(,1/2.14

1/2.021/1.52

1/1.851/1.`)9

1/2.181/2,07

1/1.931/1.48

1/1.771/1.(冶

1/1.9◎1/1.91

1/1、711/1.き8

1/1,591/1.Oσ

めて示 した の が,表10-4で あ る 。

表 のLL皿 は 日照 を得 る 時間 帯 に よ る 区分 であ る.こ こで は東 西 面 開 口・ つ ま り東 向 きか 西 向

きの窓 を考 え たの で,午 前 か午 後 の 日照 しか 得 られ な いカ・.表 に は東 向 きの 場合 の時 刻 を示 し・()内
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に西 向 き時 の を 記 した 。 単 純 に 考 え る と,1で は3時 間,皿 で は2時 間 半,皿 で は2時 間 の 日照 が得

られ る こ と とな るが,実 際 に は 室 内 へ の射 入 角 も考 え る必 要 が あ る 。南 中時 前後 の太 陽 は ほ ぼ 真南 か

ら射 す たあ,窓 が東 か 西 を 向 い て い る場 合 に は室 内へ の 射 入 角 が 小 さ くな り,ほ と ん ど射 し込 ま な く

な るの で,射 入 角 が 小 さい 時 の 日照 は有 効 と は考 え ない こ とが 多 い 。 例 え ば,よ く行 われ て い るよ う

に,太 陽 光 線 と窓 面 の 水 平 角 が15・ 以 下 の 日照 を 除 外 す る と4～ ほ ぼ11～12時(西 向 きの 場 合 は12～

13時)の 日照 が 無 効 とな り,1は2時 間,皿 は1時 間 半,皿 は1時 間 の 日照 とな る。

次 に,表10-4の α,β,7は,斜 線 の 傾 きの 基準 とす る月 日の 違 い で あ る。 冬 至 に も 日照 が得 ら

れ るの が望 ま しい の は 明 らかで あ り,α は冬 至 日を基 準 と した もの で あ る 。 しか し,都 市 中心 部 で は,

冬 至 に 日照 を 得 るの が 困 難 な場 合 も あ る もの と思 われ る 。 そ こで,そ の場 合 の指 標 を 示 した の が β と

7で,β は12月 初 旬 か ら1月 初 旬 まで の1ケ 月 の 日照 を 断 念 した も ので あ り,7は11月 下 旬 か ら1月

下 旬 まで の2ケ 月 を断 念 した もの で あ る 。

表10-4の 斜線 の傾 きを 細 か くみ る と,次 の こ とが 言 え る。 ① 当 然 の こ とで あ るが,斜 線 の 傾 き は

よ り多 くの 日照を 得 よ う とす るほ ど,つ ま り皿よ り π,更 に1の 方 が厳 し くな り,ま た7よ り β,そ

して α とな る に つれ て 厳 し くな る 。 ②北 側 斜 線 と東 西 側斜 線 の傾 きを比 較 す る と,1-7は 両 斜 線 の

傾 きが ほ ぼ 同 じだ が,他 で は北 側 斜 線 の 方 が 厳 しい 。 そ して,両 斜 線 の傾 き の差 は,1が 最 も小 さ く,

H,皿 とな る ほ ど大 き くな り,北 側 斜 線 よ り東西 側 斜 線 の 方 が 制 限 が緩 い傾 向が 強 ま る 。 ③北 側 斜線

は1～ 皿 とα ～7に よ る傾 きの 差 が 同程 度 だ が,東 西 側 斜 線 は1～ 皿 に よ る差 は北 側 斜 線 よ り大 き く

α ～7に よ る もの は小 さい。 従 って,東 西 側斜 線 の傾 き は ほ ぼ1～ 皿の み に よ って決 まる
。皿の 東 西側

斜線 の傾 きは ほ ぼ1:1,つ ま り45。 で,45。 の 斜 線 は東 西 面 開 □の 居 住 地 で は 日照 上 の 意 味 を も有

して い る とい え る 。

以 上の 北側 斜 線 およ び東 西側 斜 線 の傾 きは,太 陽 の 動 き を も とに 求 め た もの で,か な り厳 しい もの

で あ り,町 家 の 各 々の 敷地 単 位 に適 用 す る こ とは 困 難 で あ ると 同時 に,必 要 で もな い 。 そ こ で,次 は,

この 斜線 を,ど こに.ど の よ う な形 で 適 用 して い け ば よ い か
,に つ い て考 え よ う。

(2)建 築物の形態の提案

先の北側斜線と東西側斜線をどのように用いて,日 照を考慮 した建築物をつ くっていけばよいか,

について考えよう。既に述べたように,在 来の町家の 日照を保障 していたのは,南 北方向に連続 した

外部空間があったことである。この空間の存在は,町 家の東西断面に共通性があることを意味する。

従って,今 後の建築物の形態を考えるうえで最も重要なのは,東 西に切断した時の断面形を計画し,

南北方向に連続した外部空間を形成することによって住戸の環境条件を維持す ることである。また,

物干場を設置する場所についても考慮が必要である。

同時に,町 家地区の敷地は間口が狭 く,側 面方向に窓をとることはほぼ無理である点も考えて断面

を計画 しなければならない。街区の背割線 までの奥行は一般に3G取であり,自 然の採光や通風のため
には中間部に光庭をとる必要 もあろう。在来の町家に広 くみ られる坪庭は,こ のたあの工夫である。

なお,一 定の日照を得るための断面形は1種 類には限 られず,各 種のものが考え られよう。ここで

は・その例 として・在来の町家を考慮 して中間に低層部を置 くタイプと,高 層部を中間部にもってき・

て奥を空地にするものとを示そう。

1)在 来町家考慮型
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町家の騰 は ・階建が大半であるので5!・ 階での・照確保を考える必要がある.ま た,生 活の中

心 は道 路側 で は な く・ む しろ坪 庭 に面 した 奥 側 にあ るの が 一 般 で,干 物 も こ こで行 わ れ る 。 そ こで,

この2階 ウ ラの 部 分 に ど の よ う に して 日照 を 確 保 す るの が 問題 とな る。

北側

斜線

B-B

断 面図

A-A断 面 図

道路

ノ 斜線

図10-5在 来 町 家 考慮 型

A

-_一 」

道 路

これ に 対 す る1つ の提 案 が,表

と離 れ の建 物 を 東 西側 斜 線 で 計画

し,そ の 中間 部 には北 側 斜線 を 用

い る図10-5の よ うな形 態 で あ る。

表 側 の イ の部 分 は 西側 斜 線 で,離

れ の ハ の部 分 は東側 斜線 で,そ し

て中 間 の ロの 部 分 は北 側 斜線 で 計

画 す る こ とによ り,イ の 建 物 の ウ

ラ側 で の 日照 と,ハ の 建 物 の オモ

テ側 で の 日照 が確 保 され,ま た ロ

の 部 分 の屋 根 の上 の空 間 で も 日照

が得 られ る。 斜 線 の基 準 とな る水

平 面 の高 さは,2階 の 日照確 保 を

目的 と してい る た め、 日影 規 制 と同 じ く地 上4mと す べ きで あ ろ う。斜 線 の傾 きは 表10-4に 示 した

9種 類 の なか か ら街 区 に応 じて 選定 され,イ

れば良 い だ ろ う 。

{a}

(b)

1 5 38 39 1

3F 2F
1F

2F 3F

坪庭

i、 、i。iイ}
1

1

1811
1

5F 4F
坪庭

4F 5F
1F

2F

1 4 4 8 4 8 1

図10-6在 来 町 家 考 慮 型 の 例

口

工一α

193署

皿 一αβ

327亀

ハ の 部 分 の 奥行 を ど う配 分す るか も街 区毎 に 決め

図10-6に 示 した の は,こ の方 式 によ る建

築 例 と,そ の時 の 容 積率 を 試 算 した もの で あ

る。 敷 地 は 間 口6m,奥 行30mと し,側 面方

向 は建 物 が連 続 して い る と考 え て空 地 を と ら

ず,道 路 側 と背 割 線 側 は 各1mの 後 退 を 考え

た。 奥 行 の 配分 は,イ の部 分 は採 光を 考 え て

12mと し,ハ は片 面 採 光 とな るの で8mと し

た 。図 の(a)は 表10-4の 斜 線 の うち最 も厳 し

い1一 α を 用 い た ため,容 積 率 は193%と

な っ た。(b)は 皿一 α と 皿 一 βで(α と βの差

は ほ とん どな い),327%の 容 積 率 が得 ら

れ る。 いず れ も24㎡ の坪 庭 を と った ため,建 ぺ い 率 は ち ょ うど80%と な ってい る。

なお,(b)に つ い て は,次 の2点 に注 意 す る必 要 が あ る。第1に ・ これ は道 路 斜 線 の影 響 を 考 え てい

ないの で,前 面 道路 の幅 員 が 十 分 な い場 合 には,イ の 建 物 の一 部 を カ ッ トす る必 要 も生 じる・ 第2に

中間 の ロの 部 分 だ が,こ こは北 側 斜 線 で 計 画 し,南 端 に イ とハを 結 ぶ2階 の 通路 を考 え た ・ この通 路

は北 側斜 線 を 満 足 して い る ので,北 側 住 戸 の 日照 は 確 保 され るが.自 らの住 戸 の2階 に もこの 通 路が

影響 し,冬 季 に は あ ま り 日が あた らな くな る。 これ は.北 側斜 線 は主 に北 側 の 隣地 へ の 日照を 保 護 す

るた め の もの だ か らで,注 意 して考 え る必 要 が あ る。 また,こ の ロの通 路 部 分 に 隣地 に 向 か っ て南 向

きの 窓 をつ け る と南 か らの良 好 な 日照 が得 られ るが,南 側 の 住戸 の プ ライバ シー(視 線)の 問題 が生
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じ るの で,の ぞ き見 の で き ない 高 窓 程 度 に止 め るべ きで あ る。

こ こで斜 線 と建 築形 態 と の関 係 を 考 え る ど イ とハ の 部分 は東 西 側斜 線 の 影 響 を 受 け,ロ の 部分 が

北側 斜 線 の影 響 を受 け て い る こ とが わ か る・ そ して,図10-6で わ か る よ うに,建 物 の 容 積 率 は ほぼ

イ とハの 部 分 で 決 ま り・ 北 側 斜 線 の影 響 は ほ とん ど受 け て い な い ・従 っ て,容 積 率 に と って は東 西側

斜 線 が 重 要 で あ る 。 と ころ で,先 に述 べ た よ うに,こ の 東 西 側 斜 線 は1～ 皿 に よ っ て ほ ぼ決 ま り,α

～7の 差 は少 ない の で,容 積 率 に と っ て α～ プの どれ を 選 ぶ か は 僅 か の影 響 しか も た な い。 で あ るな

ら.で き るだ け 日照 の 良 い α を選 び,冬 至 の 日照 確 保 に 努 め るべ きで あ ろ う。

な お,こ の型 で は,物 干 場 等 の施 設 は ロの 部 分 の屋 上 に 置 け ば,正 午 前 後 の 強 い 日射 を受 け る こ と

が で きる 。 また.表 の建 物 の道 路 側 に も 日照 を得 られ る よ うに.図10-5の イ の部 分 に東 側 斜 線 の制

限を 加 え る こ と も考 え られ る。

皿)新 秩 序形 成 型

町 家 地 区 に は,既 に ビル が 建 ち,在 来 の秩 序 が 失 わ れ て しま って い る部 分 もあ り,ま た 非住 宅 のあ

る部 分 もあ る 。 この よ うな と ころで は,在 来 の 町 家 の 断面 構 成 に こだ わ らず,新 しい型 を考 え る余 地

が あ る。 ま た.在 来 の秩 序 の残 って い る部 分 で も.共 同建 て替 え 等 で 短 い期 間 に次 々と 改築 が 予 定 さ

れ る場 合 に は 新 しい形 態 の採 用 が 可 能 で あ る 。 この 新 た な形 態 と して は,多 くのバ リエ ー シ ョンが考

え られ るが,こ こで は そ の1例 を 示 そ う。

先 の 在 来 町家 考 慮 型 で は,建 物 が表 と離 れ の2つ に 分 か れ るた め 、 広 い 内部 空 間 は とれ ず,ま た 階

段 によ る面 積 の ロス も少 な くな い 。 そ こで,ほ ぼ 敷 地 い っぱ い に2階 を つ くり,そ の 中 央付 近 に高 層

部 を載 せ る形 を 考 え た 。 こ うす る と,2階 の レベ ル で は建 物 の 中 央部 で の 日照 が得 れ な い ため
,道 路

側 と背割 線 側 で の 日照 を 考 え る必 要 が あ る。

図10-7は,道 路 の幅 を6mとU.〈 、/
＼ 断面図建 物 は側 面方 向 に は連 続 し

て い る と

考 え,道 路 側 は1m,背 割 線側 は採

齢 繍 麗欝 齢 萱17ンNl
m)で 皿 一7の 日照 を 確 保 す る と考

え,東 側 斜線 と西 側 斜 線 で 計 画 して

い る た め,高 層 部 の3階 で は 皿一 α

以上 の 日照 が得 られ,4,5階 の 日

照 は更 に良 くな る 。高 層 部 の奥 行 を

12mに 止 め た の は,採 光 を 考 え た も

の で あ り,ま た,2階 の低 層部 分 の

採 光 と,80%の 建 ぺ い 率制 限 の た め,

12㎡ の坪 庭(光 庭)を とっ た。 図10-7新 秩 序 形 成 型

低 層 部 分 に対 して北 側 斜 線 を 適 用

して,2階 の上 の 一 部 を,図10-6の ロの 部分 の よ うに 南 側 だ け1階 分 高 くす る こ と もで きる が
,容

積 率 の増 加 が 少 な く・ 図 ユ0-6の よ う1樋 路 と して使 う鰍 も な い た め
,行 わ な カ、った 。 この低 層 部

の2階 屋 上 は,物 干場 等 の施 設 の設 置場 所 と して も 利用 価 値 が あ る の で
,で き る だ け建 物 は建 て ない

3 8 1261 6

道路2F 6F 2F2F
一
坪
庭

2F
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方 が よい 。な お,こ の例 で は320%の 容 積 率 が 得 られ る。

新 秩序 形 成 型 と して は・ こ の他 に も 各種 の形 態 が 考 え られ よ う・重 要 なの は 断面 形 を 一 致 させ,南

北方 向に連 続 した外 部空 間 を 形 成 す る こ とで あ り・ この よ うな建 物 を1棟 だけ建 て るだ けで は,環 境

は逆 に悪 化 して し ま うだ ろ う。

なお・ 以 上 で は街 区 の角 の扱 い につ いて は触 れ なか った が,在 来 町 家 考慮 型,新 秩 序形 成 型 と もに

角地を考 え た 建築 形 態 は可 能 で あ る・ 手 法 と して は・ 角 の 付近 で は階 数 を 減 ら した り,あ るい は低 層

部分 を 多 く した り・ 更 に は角 の宅 地 に は 日照 の 不 要 な 用途 の建 物 を も って くる,等 の もの が 考 え られ

るが,そ の実 状 に応 じ,ケ ー ス毎 に考 え て い け ば よ い で あ ろ う。

101-3 ま と め

建物が軒を接 して並んだ町家地区で,一 定の日照が確保されていたのは,街 区の内部に2階 のない

低層空間が連続 して形成されていたことによっている。従って,こ の空間を犯さない形で一定の密度

をもった建物を建てたり,あ るいは新 しい空間.秩序を形成 して良好な居住環境を保つことは可能であ

る。このために重要なのは建物の断面形に統一した形を与えることであり,従 来みられる北側斜線の

みでなく,東 西側斜線を用いて計画することが有効である。

以上の方策を行えば,都 市中心部としての立地条件に応 じた建築密度と,居 住する人々のための環

境とを,か なりの程度まで両立さすことが可能である。

注1)実 際には棟が南北方 向にあ る切妻屋根のため,棟 の高 さが 日影 に影響 し,棟 間間隔はこれよ り若干

多 く必要 となる 〔8-2参 照)。

2)福 川裕一 は,奈 良の町並みについて,こ れに類似 した点を見出 している(福 川裕一 「伝統的町並み

の道路を軸 と した空間構成 とその現代的意 味」,日 本建築学会論文報告集,第320号,1982!年)。

3)京 都市住宅局 「京都市中高層建築物 に関す る指導要綱」。 昭和54年11月 実施。

4)西 川馨,他 「住宅団地計画における 日照 と密度 の研究,そ の1」,日 本建築学 会論文報告集,

第238号(1975年)

5)調 査Aに よると,現 在で も4地 区の全建物 の7割 が2階 建であ り,こ れに中2階 と1階 を加え ると

85%に も達す る。

一151一





1〔ド]II∵ 旧1 野

第4部 日影規則の効果と限界

第2部 では郊外 の一戸建住 宅地 を,そ して第3部 では都市中心 部の町家地区を対

象に,日 照 の実態,居 住者 の意識,お よび 日照確保 の方策等について考 えて きた。

ところで,こ れ まで検討 した2つ の区域 は,両 極端 の性格を もった居住地 である。

郊外一戸建住宅地 は恵 まれた環境を もち,用 途地域 は規制の最 も厳 しい第 一種住

居専用地域 に指定 されてい るので,北 側斜線の制限 があり,建 築物の高 さは原 則

として10mま で に制限 され てい る。加えて,都 市によ っては 日照を考 えた高度地

区が指定 されて お り,ま た建築協定が結 ばれている例 も少な くない。他方,都 心部

の居住地 は商業地域に指定 され てお り,建 築の規制 においても住環境 の保護はほ

とんど考 え られていな い。

都市で最 も多 くみ られ る居住地 は,以 上の2種 類 の区域 の中間的な性格を もつ

市街地で,用 途地域 で言 うと住居地域 と第二種住居専用地域 とな る。そ して,こ

れ らの区域の 日照 に重要 な意味を もってい るのが,建 築基準法の 日影規制である。

しか も,第 一種住居専用地域 において も日影規制が行われてお り,こ の手法を応

用 した指導要綱 を商業地域等 について作成 して いる市町村 もあ るので,日 影規制

は日照 に関す る建築規制の手法 として最 も重要な ものであ り.住 宅の 日照を考え

るには避けて通れ ない点だ,と いえよ う。

2-3で 述べた ように,日 影規制 にっいて は既に制定前か ら疑問が表 明されて

いるにもかかわ らず,あ ま り研究が行 われていない。そこで,こ こでは 日影規制

に対 し,建 物モデルを用 いた理論面か らのアプ ローチと,規 制を受 けた建築物 の

実態を調べ ることを通 じ,そ の効果 と限界を検討 したい。





第11章 日影規制下における建築物の容積率

本章 で は建 物 モ デ ル を用 い,日 影 規 制 が 建 築 物 の 容 積率 に 及 ぼ す影 響 とそ の原 因 につ い て検 討す る。

容積率 を 中心 に 考察 す る の は,そ れ が 敷 地 の 利 用 度 を 示 す 指標 で あ るか らで あ る。容 積 率 とは,建 築

物 の延 べ面 積 を 敷 地 面積 で わ った もの で あ り,よ り広 い 建 築 空 間を 得 よ う とす る こと は容 積率 の上 昇

を意 味 す る。 他 方,建 物 の容 積 率 を 高 あ る と,周 辺 へ 与 え る悪 影響 も増 大 す るが,日 照 の 悪化 はそ の

代表 的 な もの で あ る。 そ こで,建 築 主 の 求 め る容 積 と,建 物 周 辺 の環 境 とを ど うバ ラ ンス させ るか が

問題 とな る 。 日影 規制 は そ の調 整 に1つ の ル ール を 与え る もの で あ り,従 って,日 影 規 制 が容 積 率 に

及 ぼす影 響 は非 常 に 重要 で あ る 。

さて,日 影 規 制 が 容積 率 に どの よ うな影 響 を 与 え るか を 検討 す る方 法 には,一 定 面 積 の敷 地 に建 築

で き る延 べ 面 積 が 最 大 の建 物 を求 め る もの と,一 定 規 模 の 建物 を建 て るに必 要 な最 小 の敷 地 面 積 を 求

め る もの とが あ る。 両 者 の方 法を 試 み た結 果,前 者 の 方 法 に は 次 の よ うな難 点が あ る こ とがわ か った 。

まず,敷 地 の広 さ と方位 で建 築 で き る建 物 が 大 き く変 化 し,あ る場 合 に は一 辺 が5mと い う狭 い 建 物

で,ま た あ る場 合 に は 幅(奥 行)が20m以 上 も あ る採 光 や 通 風 の悪 い建 物 で最 大 の容 積率 が得 られ る,

とい う結 果 が 生 じ,実 際 に そ の よ うな建 物 が 建 て られ るか ど うかが 疑 問 に思 え る ケ ー スが か な り生 じ

た 。 また,敷 地 の 長 さ と幅 の 両方 向で 規 制 を 満 足 させ る必 要 が あ る わ けだ が,一 方 は まだ余 裕 が あ る

の に,他 方 の影 響 で 建 築 で き る最 大 の建 物 が決 ま り,敷 地 に無 駄 が 生 じるケ ース もみ られ た 。

一 方,後 者 の 建 物 を 先 に与 え る方 法 な らば,非 現 実 的 な 建物 形 態 は な くな り,採 光 や 通 風条 件 の等

しい建 物 ど お しの 比 較 も可能 で あ り,敷 地 の無 駄 も生 じな い 。 そ こで,後 者 の ア プ ロ ーチ を と る こ と

と した 。

と ころ で,一 定 規模 の 建物 を建 築 す る の に必 要 な敷 地 面 積 を求 め て容 積率 を検 討 す る研 究 は,日 影

規制 を 実施 す るか ど うか の検 討時 は も ち ろ ん,そ の 後 も行 わ れ て い る1!し か し,こ れ らの検 討 に お

い ては,対 象 建 築 物 の 数 が少 な く,建 物 の平 面 形 は10種 類 前後 で,一 辺 が 真 南を 向い た建 物 に ほぼ 限

られ て い た 。そ の 主 な 原 因 は,実 際 に建 物 の 日影 図 を 作 成 して検 討 した た め に多 くの 作 業 量が 必 要 な

た め,検 討 数 を 増 加 させ られ な か った も の だ ろ うと思 わ れ る。

筆 者 は。 日影 規 制 の 影 響 を 明 らか にす る た め に,一 定 の 方位 を 向 いた 直方 体 の建 物 に つ き,影 の長

さを 求 め,日 影 規制 を 満 足 す るの に最 小 限 必 要 な長 方 形 の 形 を した敷 地 と,そ の時 の 容 積率 とを 求 め

るプ ロ グ ラムの 開 発 を行 った 。 この プ ログ ラムを 利 用 す る と多 数 の建 物 を扱 う ことが で き る ので ・ 日

影 規制 の影 響 を 細 か く知 る こ とが で き る 。 そ こで,こ の プ ロ グ ラムを 用 い て,日 影 規 制 が建 築 物 の 形

態 と容積 率 に与 え る影 響 を 明 らか に し,そ の原 因 につ い て も考 察 を行 い たい 。

な お,日 影 の 生 じ方 は緯 度 に よ って異 な る 。 こ こで は,国 内 で都 市 化 が 最 も進 んで い る地域 の ほ ぼ

中央 に あた る北 緯35。 を 対 象 に検 討 を行 い,緯 度 に よ る差 を み るた め に北 緯32。 を比 較 対 象 と した ・

日影 規 制 には,表11-1に 示 した よ うな種 類 が あ る。 こ こで は 第二 種 住居 専 用 地城 の種 別(一).

(二).(三)を 対 象 に 検 討 す る こ と と した 。住 居 地 域 等 の 種 別(一),(二)は 二 種 住 専 の(二)・

(三)と 同 じで あ り,一 種住 専 で は10mの 高 さ制 限 が あ るの で3階 建 しか 問 題 とな らず ・ しか もその
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容 積率 は二 種 住 専 の4階 建 と

類 似 の傾 向 を示 す こ とが わ か

った た あ で あ る。 そ こで,以

下 で は,二 種 住 専 の 規 制 の種

別(一),(二),(三)を,

二 種住 専 を 略 して,単 に 規制

の 種別(一),(二),(三)

と呼 ぶ こ とにす る。

11-1

表11-1日 影 規制 の概 要

用途地域
規制対象

建築物
測定面

高さ
種
別

規制日影時間
ab

目標日照時間

第一種

住居専用地域

軒 高が7mを

超 えるか 、地

上3階 建以 上

1,5m

(一 〉

(二)

(三)

3時 間,2時 間

4〃r2.59

5",3ウ

1階 で4時 間

〃3〃

〃2',

第二種

住居専用地域

高さが10m

を超 え るも の 4m

(一)

(二)

(三)

3時 間,2時 間

4〃,2.5ウ

5〃.3〃

2階 で4時 間

"3ウ

〃2〃

住居 ・近隣 商業

・準工 業地 域
〃 4m

(一)

(二)

4時 閻,2.5時 間

5ケ,3〃

2階 で3時 間

〃2〃

注)a:敷 地 境界 線か らの距 離が5～10mの 範 囲 の規制値(5m値)

b="10mを 超 え る"(10m値)

建物モデルと日影の状況

(1)建 物 モ デ ル の設 定

建 物 は,図11-1の よ うに,高 さh,長 さ4,幅 ωの 直 方体 と し,幅 の方 向 が 南 北 方 向 と成 す角 を

回 転 角 θとお い た。 θは,主 採 光 面 で あ る長 さ4の 面 が 真 南方 向 か ら何 度 回 転 して い るか を 示 してお

り,こ れ が 真南 向 き の時 は θ=0。 とな る 。

_翻

図11-1

z軸

モ デ ル建 物

麟 翻.
図11-2

ポイ ン ト

⇔ 主採光 面

←う 副採 光面

一 。その他

採光タイプ

そ して4は10mか ら80mま で を10mお き に考 え.ω は10mと15mの 片 面 採 光 タ イ プを 基 本 と し,比

較 の た め に4が10～80mで ωが20mの 両 面採 光 タイ プ(中 廊 下 タ イプ の住 棟 とな る)と,一 辺 が20,

25,30mの 正 方 形 の 平面 を も つ3面 採 光 の ポイ ン トタ イプ を検 討 す る こ と と した(図11-2参 照)。

また,回 転 角 θは0。 か ら15。 毎 に90。 まで を 考 え た が,こ れ は事 前 の検 討 に よ り,15。 置 きで θの

影 響 を把 握 で き る こ とが わ か って いた た め で あ る21た だ,ポ イ ン トタイ プに つ い て は,そ の性 格 上

θを45。 まで と した 。

表11-2建 物 モ デ ル の 条件建 物
モデ ルの 高 さに つ い て は,表11-2の よ うに

2,8×(階 数)十/,5皿
定 め,4階 建(高 さ127m)か ら10階 建(高 さ

29.5m)ま で を 対 象 と した 。 これ は,住 居 系 の 地

域 で は,10階 を 超 え る建 物 は ほ とん ど ない た め で あ

る31ま た,日 影 規 制 を 受 け な い高 さ99mの3階

建の建物も比較の対象に加えた。表11-2の 下部は

建物と敷地境界線の聞の最小距離を示 したものであ

一 騰

敷地境界線

までの

最小距離

/,Om

2,8m

上階床 面 ～ 一 一一3
,3mマラ ペ ッ ト上 部

主 採 光 面 一一(h-/)×0,4m
か つ5『,Om

副 採 光 面 一一(h一 ハ ×0,4m

そ の他 ん5m
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る。窓 の 採 光 上有 効 な部 分 は・ 主 採 光 面 ・ 副 採 光 面 と もに1階 床 高 以 上 と して考 え た 。

な お・ 後 に述 べ る よ うに・ 日影 規 制 の ため に 採 光 面 以外 の 面 に おい て も建 物 と敷 地境 界 線 との 間 に

かな りの距 離 が必 要 と な る 。 その 結 果 ・ 片 面 採 光 タイ プ の建 物 にお い て も実 質 的 に は 両 面か らの 採 光

が可能 とな った り,3面 採 光 の ポ イ ン トタ イ プで4面 採 光 が 可能 とな る こと も少 な くな い 。従 って,

図11-2に 示 した採 光 面 は少 な くと も この 面 の 採 光 は確 保 す る と い う意味 で あ り,こ の面 以 外 か らの

採 光 は建 築 法規 上 不 可 能 で あ る と い う こ とを 意 味 す る もので は ない 。

(2)日 影 の 臨界 と飽 和

直方 体 の形 を した建 物 に よ っ て生 じる影 の 長 さは,建 築 の 高 さh,長 さ4,幅 ω,回 転 角 θに よ っ

て複 雑 に 変化 す るが 、 その 変 化 には あ る規 則 性 も 認 め られ る。 そ の なか で 特 に 重要 なの が 日影 の 「臨

界」 と 「飽和 」 で あ る 。

〔a}臨 界

太 陽軌道(鉛 直面 日ざ し曲線)

(a),〔b)お よ び 〔e)で は建物を 矢

16時 印方 向に いく ら伸 は しても 、(c}で は

建物を 点線部分 まで伸ば して も、 日影 と

な る時間 は変 わ らない.

く ≒一 一 一

勿聯灘 多髪饗 饗
〔b}飽 和

一一』=〉

第"二

畢
(c}半 飽和

〔e)臨 界か つ飽和

図11-3 日影の臨界と飽和

建物 が あ る点 に 及 ぼ す 日影 時 間 を考 え る 。 い ま,建 物 の高 さを 高 く して い くと,は じめ の う ちは 日

影 に な る時 間 が 増 加 す るが,遂 に は 図11-3(a)の ような 状 況 とな り,そ れ 以 上 建 物 を 高 く して も 日影

時 間 が変 化 しな くな る 。 これ が小 木 曽定 彰 に よ っ て 「臨界 」 と名 付 け られ た現 象 で あ る 。 あ る等 時 間

日影 図上 の 点 が この 状 態 に 達 す る と,建 物 を 更 に高 く して も 日影 図 の 形 は変 わ らな くな る 。た だ,あ

る等 時 間 日影 図上 の 点 は一 斉 に この状 態 に な るの で はな く,図11-4に 示 す よ うに位 置 に よ って異 な

る。 こ こで 問 題 と して い る最 小 限敷 地 の計 算 に と って 重要 な の は,等 時間 日影 図全 体 が臨 界 とな る こ

とで はな く,6方 向 の影 の 長 さS珍,ま た は ω方 向 の影 の長 さSω が 建物 の高 さhを 高 く して も伸 び

な くな る こ とで あ る 。 そ こで,以 下 で は,こ のS4とSω に 関す る臨界 を 問 題 とす る 。

次 に,建 物 の 高 さhを 一 定 に保 ち,建 物 の長 さ4や 幅 ωを 大 き く して い って も,図11-3(b)の よ う

に,日 影 とな る時 間 が変 わ らな い状 況 に達 す る。 この時 に は影 の 長 さがhの み で 決 ま り・ あ る建物 高

さhに 対 して影 の長 さが これ 以 上 伸 び な い飽 和 状 態 とみ なせ るの で・ 「飽 和 」 と呼ぶ こ と にす る・

また,図11-3(c)の よ うに,飽 和 に達 す る前 に も,日 影 時 間 が 一時 的 に安 定 す る飽 和 に似 た 現象 が

あ るの が わ か る 。 そ こで,こ れ を 「半 飽 和 」 と呼 ぶ ・ 図 を見 れ ば 明 らかな よ うに,半 飽 和 の 状 況が 生
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図11-4 日影の状況

北緯35。,8～16時 の鉛 直 面 日さし曲 線

0。

1

75・.〃 鴛 ・.一/
!/,!/

2.,//F/450 あ
ノ コ

、 拷 ∠ 二ニ ー一一一一一一L…

フ/.15・
//イ ら・9。・ ・.図 中の角度は・日ざし面と南面とのなす創 θ)

012345678

図11-5冬 至 の鉛 直 面 日ざ し曲 線

じる ため には鉛 直 面 日ざ し曲線 の 両 端(8時 と16時)が 地 面 の 方 へ む か って さが って い る こ とが 必要

で あ る。 この た め,図11-5の 鉛 直 面 日 ざ し曲 線 か らわ か るよ うに,半 飽 和 は 建 物 の一 辺 が ほ ぼ南面

す る場 合 に 限 って生 じ,南 面 か ら30'以 上 の角 度 が あ る と生 じな い 。 また,た とえ 南 面 して いて も,

図11-3(d)の よ うに 日影 時 間 が 長 い場 合 に も半 飽和 状 況 は生 じな い 。

以 上 の よ うに,臨 界.飽 和,半 飽 和 は,い ず れ も建 物 の あ る寸 法 を 伸 ば して も 日影 時 間が 変 化 しな

い状 況 で あ り,非 常 に重 要 で あ る。 な お,飽 和 と半 飽 和 は 現 象 と して 似 て い るの で,両 者 を あわ せ て

「飽 和 等 」 とも呼 ぶ こ と にす る。

図11-6は,θ=0。 と45。 に つ き,地 上4mの 面 に お け る2.5時 間 と4時 間 の 影 の 北 方 向へ の長

さS。 を 示 し焼 の で,h・ は地 上4mか ら測 。腱 物 高 さ(h・-h-4)で あ る41線 力・〃h・

と平行 な と ころ は,Sω/h'が 一 定,つ ま りSω がh'の み で 決 ま り,飽 和 等 の 状 態 に あ るこ とを

示 して い る 。 な お,θ=0。 の4時 間 の影 も,半 飽 和 状 態 は 生 じな い もの の,飽 和 に達 す る前 にSω

の 伸 び が急 に少 な くな る現 象(点Pの 右)が あ る。 これ は4に 伴 う容 積 率 の 変 化 に は重 要 な 作用 を及

ぼ す の で,半 飽 和 と同 等 の 現 象 と して 扱 って差 支 え な い 。

また,影 長 を 示 す 線 が 原 点 を 通 る直 線 とな って い る と ころ は,Sω/hノ ÷4/h'つ ま りSω/
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図11-6

2.5時 間の影 の 長さ は 、

切「に よ って異 な る。

θ=0。 と45。 のSω

4が 一定 で,Sω が4の み で 決 ま り.建 物 の高 さ とは無 関 係 とな る 。従 って.こ れ は臨 界 の状 態 を示

す 。

図H-6よ り,θ=45。 で は影 は 臨界 と飽 和 の 状 態 しか な く,そ の 中 間 の状 況 は ない こ とが わ か る 。

この臨界 と飽 和 の境 目の 状 況 を 示 した の が図11～3の(e)で,臨 界 と飽 和 が 紙一 重 の 差 で あ る ことが わ

か る。 θが30。 以 上 で は,30。 の2時 間 の影 を 除 き,Sω は 臨界 と飽 和 の 状況 のみ で そ の 中間 が な い

ため,日 影 の長 さを 簡単 に求 め る こ とが で き る。 また,θ が60σ 以 下 のSρ も同 様 の性 質 を 示 す 。

(3)最 小 限 敷 地 の 求 め方

あ る建 物 モ デ ル が建 った と考 え た 場 合 に,日 影 規 制 を満 たす に 必 要 な長 方 形 の形 を した敷 地 の うち,

面積 が 最小 の もの を 「最 小 限 敷 地 」 と呼 ぶ 。 容 積 率 の計 算 は この 最小 限敷 地 を も とに行 うた め,最 小

限敷 地を どの よ うに して求 め るか が 重 要 で あ るの で,以 下 で 説 明 しよ う。

日影規 制 の規 制 値 に は,表i1-1で 示 した よ うに,敷 地 境 界 線 か らの距 離 が5～10mの 範 囲 の もの

(以下 「5m値 」 と略 す)と,10mを 超 え る範 囲 の も の(以 下 「10m値 」 と略 す)の2種 類 が あ る 。

従 って,敷 地 は5m値 の 日影 か ら5m以 内 の距 離 ま で の,10m値 の 日影 か らは10m以 内の 距 離 まで の

広 さが あ るこ とが 要 求 され る。 等 時 間 日影 図 が 図1ユー7の(a)の よ うな形 に な る時 に は,日 影 図上 で 建

物か ら最 も離 れ た 点 か ら5mま た は10m(図 中 の距 離r)だ け建 物 側 に入 った位 置 まで 敷 地 が あれ ば

よい ので,日 影 の 長 さ さえ 求 あ れ ば最 小 限敷 地 は簡 単 に知 る こ とがで き る。 しか し,影 が 同 図(b)の よ

うな形 に な る と,等 時 間 日影 図 の端 の点Pか ら5mま た は10m建 物 側 に入 った点 を とお る敷 地 は,図

中の イ,ロ,ハ の よ うに 無 数 に あ る 。このよ うな場 合 には,点Pか ら建 物 側 にrだ け 入 った 点 を とる方 向

(図中 の角t)を1。 ず つ変 化 させ て敷 地 面 積 を 求 め,そ の 中 で面 積 が 最 小 に な る もの を 最 小 限敷 地

と した。 なお,tを1。 ず つ しか 変 化 させ なか った ため に生 じる真 の最 小 値 との誤 差 は0.1%に も満

たな い こ とが 確 認 され た 。
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図11-7 最小限敷地の求め方

(b)

P

図i1-8は,4;40m,ω=10mで5階 建 の 建 物 と,6=20m,ω=10mで10階 建 の 建 物 に っ いて,

高 さ4【nの 面 で の 等 時 間 日影 図 と最 小 限 敷 地 とを 示 した も の で あ る 。前 者 の 影 は 飽 和 等 に,後 者 の 影

は 臨界 に近 いの で,等 時 間 日影 図 の形 と最小 限 敷 地 の 決 ま り方 の典 型 を 知 る こ とが で き よ う。

P1 Pτ

陛 、

P1

『一 コ8。

2 P〒

101

10

P2冒20。2.5 毘

一)

宍
一3>
1.4/

刀

(二)

w

』

5

20x10,10F

roり

3

11.5

〔三)
、

乙

3

11.41.5

r

〔上 〕。ω方 向 の影 長Sω は半 飽和 と飽 和 の 中 間,6方 向の影 長

S4は 飽 和で あ る 。
ノ

・(→は,P1,P1か らtを1。 ず つ ま わす と(図11-7参

照)3goで 敷 地 面 積 が 最 小 と な るが,そ の 時 のd3は15.O

mと3時 間 の 影 か ら建 物 側 に5m以 上 入 って しま う。 そ

こで3時 間 の影 か ら5In内 側 の 点 よ りd3;15.34mと

し,P1,P1「 と の距 離 が10mに な る よ うにd1,d2を

決 め る。 この 時 のtは 約36.7。 で あ る 。

・〔⇒
,(⇒ はS2が 短 いの で 北 方 向 のみ 考 え れ ば よ く,d1,

d2は いず れ も1 .5mと な る 。 また,d3は5m値 で 決 ま

る 。

〔下 〕・Sβ,Sω と も に 臨 界 と な っ て お り,等 時 間 日 影 図 の 間

隔 が 広 く,敷 地 は10m値 に よ っ て 決 ま る 。

・〔→ はtが28。 ,(⇒ は20。 で 敷 地 面 積 が 最 小 と な る 。(⇒ は

t;13。 で 最 小 と な る が,そ の 時 に はd1,d2が 一 〇.79

mと な っ て し ま う 。 そ こ で,d1,d2は 最 小 の1 .5mと し,

こ れ と 点P3,P3ノ と の 距 離iが ち ょ う ど10mに な る よ う に

d3を 決 め る 。 こ の 時 のtは 約41 .8。 で あ る 。

図11-8(a)θ=0。
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図11-8〔b)θ=15。

〔上 〕・S4は す べ て飽 和 だが,Sω は2～3時 間 の影 は半 飽 和
,

4,5時 間 の影 は半 飽 和 と飽和 の 中間 で あ る
。

.日 はP1か らtを1Dず つ 回 転 させ る と激 地
が 最 小 の

時 はd1が1・5m未 満 とな って しま う。 そ こでd1=1 .5
mと して,点P1と の距 離 が10mに な るよ うにd

3を 決

め る と・5m値 の 方 も齪 され てい る
.ま た,点Piも

馳 か ら10剛 欧 ある艘 が軽 のでd・ もかなり伸

び る。

.口 ・(ヨで はd・ は5m値 によ ・て 決 ま る.口 で はP・ ・も

敷 地 か ら10m以 内 に あ る必 要 が あ るの でd2も 伸 び るが
,

(三)ではd2は1.5mで よ い 。

〔下 〕'S4はd2方 向 はす べ て臨 界,d1方 向 も2時 間 の 影が

飽 和 なの を 除 い て 臨界 とな って い る。Sω は2 .5～5時

間 の 影 が 臨界 で,2時 間 の も あ とわ ず かで 臨界 で あ る。

・←)で はd1とd3はP1か らtを 回転 させ た最 小 値t =39・

で 決 ま り,d2はS2-10で 求 め られ る。
●仁)はP・ か らtを 回 転 さ せ 撮 ・」・値 で はd1が1

.5m未 満 と な る た め,d1=1 .5mと し,。 れ とP2

の 関 係 でd2が 決 ま る 。d2はS4-10と な る 。

七)はd2=S2-10・d・-S・ 一 工0で 最 ・」・騒 地 が 決 ま る 。 これ は,S・ のd坊 向 の 伸 び を 考 え る 必

要 が な い た め で あ る 。

世

7 一醒一 匿

η＼

糠
こ蛤

＼,

づ
u/1

2。x1罪 穿勿

』"4
〔ヨ (二} (一〉

図11-8(c)θ=30。

〔上 〕・d1方 向へ のS2の 伸 び は2時 間 の 影 で僅 か に あ るが,

これ は最小 限敷 地 に は影 響 しない 。d2方 向 のS4は2～

3時 間 が 飽 和,4,5時 間 が 臨界 とな って い る 。 また,

Sω は すべ て飽 和 で あ る。

・(→・(コ・(三)とも,d2=S2-10,d3;Sω 一10と な

り・d1は1,5m・d4は 採 光 と,図11-7の(a)の 状況

で最 小 限 敷 地 が 決 まる。

〔下 〕 ・2時 間 の 影 のSω が 臨 界 と飽 和 の 中 間 で あ る の を 除 き,

す べ て 臨 界 と な っ て い る 。

。(一→,仁
,),(コ と もd2・=S4-10,d3=Sω 一10と な り,

d1は1.5m,d4は 採 光 で 決 ま る 。

・な お,こ こに示 した例 で は,θ が30。 以上 な ら最 小 限 敷

地 はす べ て10m値 で 決 ま り,5m値 は関係 しない(表11

-5参 照)。
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〔上 〕・ θが45。 以 上 で は,S4はd1方 向 に は 全 く伸 び な い 。

・d2方 向 のS彦 は2時 間 の み 飽 和 で,他 は 臨 界 で あ り,

Sω は す べ て 飽 和 で あ る 。

・ θ=30∩ と 同 じ く,d1は1 .5m,d2はS4-10,d3

はSω 一10,d4は 採 光 で 決 ま る 。

〔下 〕・2～5時 間 の 影 と も,4,ω 方 向 と もに 臨 界 とな って い

る 。

。d1は1 .5m,d2はS4-10,

採 光 で 決 ま る 。

d3はSω 一10,d3は

図11-8(d)θ=45。

2

、一、/ら1・1。29≒ ミ＼

!…i勝・
、＼1＼獣

。 侮 ・・F_溝 ,

巨 ≡11'8「 畔

〔上 〕。2時 間 の影 がd4方 向 へ も伸 び るが,僅 か で あ る ため,

最小 限敷 地 に は影 響 しな い 。

・S2は,2時 間 が 飽 和 と 臨界 の 間 で あ るの を除 い て臨界

とな って お り,Sω は すべ て 飽 和 で あ る 。

・敷 地 は い ず れ もd1は1 .5m,d2はS2-10、d3はSω

一10 ,d4は 採 光 で 決 ま る。

〔下 〕・2～5時 間 の 影 と も,4,ω 方 向 と も に臨 界 とな って い

る 。

・d1は1 .5m,d2はS2-10,

採 光 で 決 ま る 。

d3はSω 一10,d4は

図11-8(e)θ=60。
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図11-8(f)θ=75。

〔上 〕・S4は2～3時 間 は 臨 界 と 飽 和 の 中 聞 で ,4,5時 間 は

臨 界 で あ る 。Sω はd3,d4方 向 と も 飽 和 で あ る
。

。←1はP1'か ら16ず つ 回 転 させ て 最 小 を と る と
,d4が

採 光 に 必 要 な だ け 得 ら れ な い 。 そ こ でd4=5 .8mと し,

これ とP1ρ の 距 離 が10mに な る よ う にd2を 決 め る
。d3

はSω 一10で よ い 。

。C⇒ はP2か ら1。 ず つ 回 転 さ せ た 最 小 で はd
2がS2-10

よ り短 くな る 。 そ こ でd2をSρ ～10の6 .60mと し,P2
タ1

P

との距 離が10mに な るよ うにd3を 決 め る。

・(≒⇒はP3か ら1。 ず つ 回転 させ た 最小 で はd
3が1 .5m

未 満 と な る。 そ こでd3=1 .5mと し,P3と の距 離 が10

mに な るよ うにd2を 決 め る。

〔下 〕・S珍 は すべ て臨 界 で,Sω もd3方 向 の2時 間 が 飽 和で

あ るの を除 いて す べ て 臨界 とな って い る 。

・←)は40×10の5階 と同 じ く
,d4は 採 光 で,こ れ とP1・ の

関 係 でd2が 決 ま り,d3はSω 一10で あ る。

・(1⇒も5階 と同 じ く,d2がS2-10と な り,こ れ とP2の

関 係 か らd3が 決 ま る。

・(三)はP3か らtを1。 ず つ 回転 させ た最 小 値
,t=36。

の とこ ろで 最 小 限 敷 地 が得 られ る。

2

、。/
1

i」 動1
15盃.〆 ノ

ろo'"

L5 鋼40x70'5㌦

.ノ 恒)・
罪lN= ・三1⊂

L、 ＼

〔上 〕・S4は2～3時 間 は 臨界 と飽 和 の 中間 で,4,5時 間 は
71。P1

臨 界 で あ る 。Sω はd3,d4方 向 と も に 飽 和 で あ る 。

。←)はP1か らtを1。 ず つ 回 転 さ せ た 最 小 値.t二71。

の と こ ろ でd2,d3が 決 ま り,d4は 採 光 で 決 ま る 。

・(⇒,(三)は,P2,P3か ら1。 ず つ 回 転 さ せ た 最 小 値 の 時

はd3が1.5m未 満 と な る 。 そ こ でd3を1.5mと し,こ

れ とP2,P3の 距 離 が10mに な る よ うにd2を 決 め る 。

〔下 〕・S4は2時 間 が 臨界 と半 飽 和 の 中間 で あ るの を除 いて 臨

界 で,S初 も2時 間 が 飽 和 で あ る のを 除 き臨界 とな って

い る。

・H.(二 ⇒.日 と も.P1 .P2,P3か らtを1。 ず つ回 転

させ た 時 の最 小 値 で敷 地 が 決 まる。 この 時,←1で はd4

方 向 も敷 地 が 採 光 に必 要 な よ りも伸 びる こと に注 意 して

ほ しい 。

図11-8(g)θ=goo
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11-2 容積率の検討

建 物 モデ ル の 影 の 長 さは,そ の高 さh,長 さ4,幅 ω,回 転 角 θ に よ っ て変 化 す る た め,容 積 率 も

また 変 化 す る。 そ こで,こ こ で は,ま ず 長 さ と幅 の 影 響 を検 討 し,次 に回 転 角,最 後 に高 さ(階 数)

に つ いて 考 え た い 。複 雑 な容 積 率 の 変 化 も,こ の よ うに 分 解 して 考 え る と把 握 しや す くな る。

なお,現 実の建物では,接 続道路や各種の斜線,更 には地盤の高低差等 も容積率に影響を与える5～

しか し,本 章 は 日影 規制 の効 果 を 理 論 的 に 明 らか に す るの を 目的 と して い るた め,こ れ らの 点 は次 章

以 下 で 検 討 す る こ とと し,こ こで は考 慮 しな い こ と とす る。

(1)建 物 の長 さ と 幅 の影 響

図11-9は,片 面 採 光 の 建 物 に つ い て,規 制 の種 別,階 数,幅z〃 毎 に,建 物 長 さ4に よ る容 積率 の

変 化 を 示 した も ので あ る。 図 の4に 伴 う容積 率 の変 化 か ら,次 の点 が わか る 。 ④Sω が 飽 和 等 とな る

(図の ▲ 印)ま で は容 積 率 は 減少 傾 向 を示 すが,そ の後 は増 加 に転 ず る,⑤Sω が 飽 和 した後 の4の

増 加 に伴 う容積 率 の 上 昇 は,ω=10よ り15の 方 が,そ して θの 大 きい方 が 大 き い。 ◎ θ=0● 付 近 で

は,5m値 で敷 地 が 決 ま る時 よ り10m値 で 決 ま る時 の 方 が,ま た 規 制 の 厳 しい方 が,4に 伴 う容積 率

の 増 加 が大 き い。⑥ 規 制(三)の θ=90。 を 中心 に,建 物 が 高 い ほ ど4に よ る容 積 増 加 率 の 大 き い傾

向 が あ る 。

以上 の うち,② の 前段 は,臨 界 や それ に近 い 状 況 で は,4が 小 さい ほ ど影 が 短 い こ とで 説 明で き る

(図11-6,お よ び(3)の 後 半 参 照)。 そ こで,こ れ を 除 い た 各 項 目に つ き,そ の 原 因 を考 えて み

よ う。

建 物 の階 数 をnと 置 くと,そ の 延 べ 面 積 はn4ω とな る。 また,建 物 と敷 地境 界 線 の間 の距 離 を図

11-7の よ うにd1～d4と 定 め,d1+d2=d2,d3+d4=dω とす る と,敷 地 面 積 は(4+d2)

×(ω+dω)と な る 。従 って,容 積 率fは 次 式 で示 す こ とが で き る 。

/=n4ω/(4+d4)(ω+dω)①

さて.建 物 の影 が飽 和 に 達 す る と,影 の 長 さは建 物 高 さhの み に よ っ て定 ま る 。 こ の時 に は,建 物 の

階 数 を 固定 す れ ば,d2,dω は4,ω に か か わ らず一 定 とな る の で,① 式 を4で 偏微 分 す る と次 式

が 得 られ る。

寄 一(ηd2ω4十(オの2(ω 十dω)②

②式 は正 で あ るの で,4が 長 くな る ほ ど容積 率 が 高 くな る 。半 飽 和 の場 合 も4が 長 くな って も影 の

長 さが ほ ぼ変 化 しな くな るの で,こ れ と同 じ こ とが 言 え,@の 後 段 が 説 明 で き る 。

次 に・ 飽 和 等 に達 した後 の4の 変 化 に よ る容 積 増 加率 の差 を考 え る た め,② 式 を 更 に ω,d2,dω

で 偏微 分 しよ う。

∂

∂ω

∂

∂(メ2

=)
/∂

4∂( πd2d盟

(新)一(、+、 の,(ω+、 。)

8、。(∂∫碗)一(論 響

4+d22ω 十dω ・ ③

④

(ω 十dω)2
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図11-9 建物長さ4に よる容積率の変化

③ 式 は正 で あ る ため,ω が 大 きい ほ ど ∂ノ/魂,っ ま り4に よ る容積 増加 率 が 大 き くな る。 これ

が⑤ の前 段 の 原 因 で あ る。 また,飽 和 等 の時 は4は 長 くな って い るの で,④ 式 も また正 で あ るか,⑤

式は負 で あ る。 従 って,4に よ る容積 増 加率 は,d2が 長 い と大 き くな り,逆 にdω が 長 い と小 さ く

な る。 さ て.図11-8の5階 建 の建 物 で わか る よ うに,飽 和 等 の 時 のdω は θが 大 きい ほ ど短 い 。 こ

れ が⑤ の 後段 の θが 大 きい ほ ど容積 増 加 率 が 大 き い原 因 で あ る。 次 に,θ がo。 で は4方 向 の影 の長

さS2は2時 間 や2.5時 間 の影 で はか な り長 い が,4,5時 間 の影 で は0と,差 が 大 きい(図11-8
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のa)。 この結 果,d2の 差 も大 き くな り,5m値 で 敷 地 が 決 ま る時 よ り10m値 の 時 の 方 が,そ して

規 制(三)よ り(二),(一)の 方 がd4が 長 くな って ◎ の 現象 が生 じ る。 また,⑥ の 現 象 は,規 制

(三)の90。 で は階 が 高 くな って もdω が ほ とん ど伸 び な い た め にd4の 長 さが重 要 とな り6!④ 式

の影 響 が 強 い ことが 原 因 で あ る。

以.上で は4の 変 化 を 中 心 に 考 え て き た 。最 後 に,図11-9で ω=10と15mを 比 較 す ると,⑥ 建 物の

幅 ωが広 い方 が容 積 率 が 高 い,と い うこ とが わ か る 。 これ は,① 式 を ωで 偏 微 分 した次 の式 が正 とな

る こ とで説 明 で き る。

器 一(、+袈 ≠(ω+、 。),⑥

(2)回 転 角 の影 響

図11-10は,4× ω

カ∫20×10,40×10,40

×15mの 建 物 に つ い て,

回転 角 θに よ る 容積 率

の 変 化 を示 した もの で

あ る。 この図 か ら,次

の2点 が わか る。① 容

積 率 が 最 も高 い の は θ

=90つ だが,最 も低 い

の は0。 で は な く,15

～45● に あ る 。 そ して,

この 容積 率 が 最 小 とな

る θは.4が 長 い と0。

の方 へ,ま た ωが 広 い

と90。 の 方 へ 動 く。⑧

θの 変 化 に伴 う容 積 率

の 増 減 は,規 制(一)

で は小 さいが 、(二)

(三)と な る につ れ て

大 き くな る。

こ の θの影 響 を 考 え

る につ い て も,影 の 臨

界 と飽 和等 が重 要 で あ

る 。図11-11は10m値7)

に 関 す る 影 の 長 さ
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図11-1110m値 の影 の臨 界 と飽 和 等

の 中間 で低 くな るが,(一)で は θに よ る容 積 率 の 変 化 が 少 な く,

と両者 の 中 間状 況を 示 す ことが わ か る。

この よ うに規 制 に よ って状 況 が 異 な る理 由 を,先 の 図11-8と,20×10と40×10の 建物 に関 す るd2ン

d3を 示 した図11-12に よ っ て考 え てみ よ う。 まず 図11-12で20×10の10階 のd3を 見 る と,規 制

(一),(二),(三)と も にooと90。 の 両端 で は短 くな り,そ の 中 間 の30～45ら あ た りで 長 くな

る こ とが わ か る。 規 制(三)で は,d2は θに よ る 変化 が少 な く,し か もd1とd4は す べ て表11-2に

示 した最 小 距 離 で よ い(図11-8)。 この 結果,d3の 変 化 の 影 響 が そ の ま ま容 積 率 に 反 映 し・0。

と90。 で高 くな るの で あ る。

規制(一)で もd3は0。 と90。 付 近 で 短 い 。 しか し,d2は この逆 に θが45～60。 で 短 くな っ て

お り,図11-8に 見 るよ うに0。 付 近 で はd1が,そ して90● 付 近 で はd4が か な り伸 び てd3が 容積

率 に与 え る影 響 を 打 消 す 作 用 を 及 ぼ す 。 これ が(一)で θに よ る容 積率 の変 化 が 少 な い理 由で あ る 。

S〃,Sω が 何 階 まで飽 和 等 で,い

つ臨 界 と な るか を示 した もの で あ る。

Sω は θが 小 さい ほ ど,逆 にS2は

θが 大 きい ほ ど低 層 で飽 和等 で な く

な る こ と,Sω よ りS2の 方 が低 層

で臨 界 とな り,特 に ω=10の θ;30

～60。 で は5階 前 後 で 臨界 に達 す る

こと,20x10の 建 物 は規 制(一)を

除 い て ほ ぼ9階 まで にS4,Sω と

も臨 界 とな る こ と,等 が わか る。 な

お,図 で規 制(一)～(三)を 比 較

す る と,(一)で は θ=60。 でS2

が 臨 界 とな る階 数 が(二),(三)

に比 べ て か な り高 くな っ てい る。 し

か し,例 え ば20×10の 建 物 の θ=60。

のS4は 臨 界 時(8.2階)に は ほぼ

23.8mだ が,4.8階 の飽 和 時(図 の

×印)に これ よ り α4m短 い だ け の

23.4mと な って お り,飽 和 と臨 界

時 の差 が 少 ない の で,規 制(一)と

(二),(三)と の差 は そ れ ほ ど大

き くは ない 。

まず,規 制(一)の ω方 向 の一 部

を除 い て影 が臨 界 とな って い る,,20

×10の10階 建 につ い て 容積 率 を 検 討

しよ う。 図1ユー10よ り,規 制(三)

で は0。 と90。 で容 積率 が 高 く,そ

(二)は θが45。 以 内 で ほぽ一 定
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また,規 制(二)で θ≦45。 で 容 積

率 が ほ ぼ一 定 な の は,0～45。 で は

d2,d3と も変 化 が少 な く,し か も

d2,d3の 短 くな る0。 で はd1が

最 小 距 離 の1.5mよ り長 くな るた あ

で あ る(図11-8)。

こ こで,d1～d4が 上 記 の よ うな

変 化 を す る原 因 を 考 え よ う 。 臨界 時

に は影 の長 さ は建 物 の高 さhと は 関

係 が な く,建 物 の長 さ4と 幅 ωの み

で 決 ま る 。 い ま影 の 長 さS2,Sω

が 図11-13の よ うにj時 とk時(但

し,j〈kと す る)の 影 の 交 点 で 決

ま っ て い る とす る と,S辺,Sω は

次 式 で示 され る 。

S£ 一 λ、4十 μ 、zo

Sω 一 λ2彦 一}一μ2ω }・ ・… … ⑦

」時 とk時 の 太 陽 方 位 角 を そ れ ぞ れ

aj,a左 と す る と,λ に 関 し て 次

式 が 成 立 っ 。

λ24tan(θ →-aκ)==2十 λ、ゑ

λ24セm(θ 十aノ)一 λ 、2

t
×
世
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図11-12 d2とd3の 変 化

ま た,μ に 関 して も,次 式 が 成 立 つ 。

μ,ωtan(θ 一トaκ)一 μ、zo

(ω 十 μ2ω)tan(θ 十aノ)一 μ1ω

以上の4式 か ら,λ.,μ を求めると,次 式が導かれる。

li警li鐵ii彫lillli;i}⑧
と ころ で,図11-8に 見 るよ うに,・日影 の 方 向 は θに よ って 変 化 し,d1～d4の す べ て に影 響 を及

ぼ す 。 そ こで,d1,d3方 向に 関 す るi時 間 の 影 の 長 さ は,8時 と(8+i)時 の交 点 で 決 ま り・

d2,d4方 向 の影 は(16-i)時 と16時 と で 決 ま る と考 え,各 時 間 の影 に 関 す る2と μ を示 したの

が 図11-14で あ る 。

先 に検 討 した20×10の 建 物 は ω よ り4の 方 が 長 い の で,⑦ 式 よ り,μ よ り もλ の方 が影 の 長 さへ の影
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図11-14λ と μ

響 が大 きい 。 まずd3方 向を 見 る と,λ2は0。 と90。 で小 さ く,そ の 中 間 で 大 き いが,こ れ がd3

が0。 と90。 で短 い原 因 で あ る。 図11-12の20×10の10階 のd3の 変 化 が2～3時 間 の λ2の 曲線 に

似 て い る点 が これ を 明 瞭 に示 して い る。 また,d2方 向 の λは0。 と90。 付 近 で大 きい が,μ は その

中間で 大 きい 。図11-12のd2に は,こ の λと μの影 響 を見 る こ とが で きる 。

次 はd1,d4方 向 だが,d1は0● 付 近,d4は900付 近 で しか 影 が 伸 び な い こ とが わ か る ・ と ころ

で,こ の影 の長 さが 実 際 に必 要 な 敷 地 を 広 げ るた め に は,10m値 の 影 で あ れ ば表11-2の 敷 地 境界 線

まで の最小 距 離 よ りも更 に10m以 上 の 長 さが あ る必 要 が あ る 。規 則(三)のd1,d4が 最小 距 離 以上

にな らな い の は,3時 間 の λ..μ が 小 さ く,影 が 短 い か らで あ る(図11-8)。 しか し,(二)の2.5

時 間 の 影 は0。 付 近 でd1を 伸 ばす 効 果 が あ り,更 に(一)の2時 間 の 影 は09付 近 のd1と90。 付

近 のd4を 伸 ばす 効 果 が あ るた め,(一)で は θに よ る容積 率 の 変 化 が少 な い ので あ る・

以 上 のSω,Sβ が と も に臨 界 の 時 の 検 討 に よ り,① と⑧ の現 象 の 一 部 の原 因が 明 らか とな った 。

次 に,Sω.S4と もに飽 和等 の場 合 を 検 討 しよ う。 図11-11の よ うに,4,5階 の建 物 や,4が

40mで θが15。 以 内は ほ ぼ この 状態 に あ る 。図11-4で もわ か る よ うに.飽 和(半 飽 和 状 態 が生 じる

時は半 飽 和)時 に お け るi時 間 の影 の長 さは,(8+i)時 か(16-i)時 の影 の 長 さに よ っ て決 ま

る。 この時 の 地 盤 面 よ り4mあ が った 水平 面 で の影 の長 さSは,S=ε(h-4)で 示 され・ 表11-

3に εとそ の 時 の 影 の 方 向a(太 陽方 位 角 の反 対 方 向 とな る)を 掲 げた 。 い ま,影 が 図11-7(a)

のよ うにd2とd3方 向 に の み 伸 び る とす る と,表11-3よ り,次 式 が成 立 つ の が わか る・

1にll‡ll:総 罷 θ)∵～+一、1}⑨
これ を ① 式 に 代 入 す る と,
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/=

この 式を θで 偏 微分 して

∂/Sn彦 ω{(4十dl-r)sh1

{Ssin(θ+a)+4+d1-r}{Scos(θ 一a)+ω+d4-r}

n4ω

(θ 一a)一(zo十d、-r)cos(θ 一{-a)-Seos2θ1

∂ 汐={Ssin(θ 十a)十 ゑ十d、-rl{Scos(θ 一a)→ 一ω 一}-dl・-rl

⑩ 式 の 分 母 は正 で,分 子 の{}外 も正 で

あ る ため,,θ に伴 う容 積 率fの 増 減 は,分 子

の{}内 の正 負 で 決 ま る。 そ こで,{}

内の3項 の正 負 を調 べ た の が 表11-4で あ る。

表11-4⑩ 式 の検 討

θ ～ α ～ 45。 ～ goo一 α 解

第 一 項s伽rθ 一αノ

第 二 項 一〇〇εrθ≠αノ

第 三 項 一〇〇ε2θ

=
一

0

=
:
一

十

〇

:

十

十

〇

十

十

十

十

aが 負 と な る5時 間 の 影 を 除 き,3項 と

も0.。 ～gooで 負 →0→ 正 と 変 化 す る 。

従 っ て⑩ 式 全 体 も負 → α→ 正 と 変 化 し,

容 積 率fは 当 初 は θ の 増 加 に 伴 っ て 減 少

す るが,aと90。-aの 間 の ど こ か で 極

表11-3飽 和等 の 時 の 影 長

一 ・… ⑩

2時 間1014145

295〃10.513.5898

1113743

1212629

1311743

＼

↑

・

N

ス

41。

380

89。

00。

89。

小 値 と な り・そ の後 は増 加 に転 ず る こ とが わ か る 。 こ の極 小 値 を と る θは,式 ⑩ よ り,4が 大 き くな

る と第一 項 の影 響 が 大 き くな ってaに 近 づ き,ω が 大 きい と第 二 項 の 影 響 でgoo-aの 方 へ と動 き,

① に述 べ た現 象 の 原 因 とな ってい る。 た だ,図11-10に 示 した 建物 は い ず れ も4>勿 で あ る た め,極

小 値 はa(表11-3)の 近 傍 にあ る。 な お,規 制(二),(三)で5m値 の影 響 で敷 地 が 決 ま る時 に

は,aが0。 以 下 の た め,容 積 率fは0。 ～900で 単 調 に 増 加 す る傾 向 が見 られ る(図11-10)8≧

とこ ろで,⑩ 式 はd1方 向の 日影 の伸 びを 無 視 した場 合 の式 で あ るが,実 際 は後 の表11-5に も見

る よ うに.規 制(一)の θ=0。,15。 と,(二)の θ=ooで は 日影 がd1方 向 に か な り伸 び るた

め・d1が 最小 距 離 の1.5mよ り多 く必 要 に な る。 しか も こ の 時 に は最 小 限 敷 地 は図11-7(b)の

状 況 で 決 ま るた め,d1,d3は そ れ ぞれS4-10,Sω 一10よ り多 く必 要 と な り,容 積 率 は 低 下 す る。

図11-10の40×10,40×15の 規 制(一)の5階 以上 で,θ ≦15。 で θの 増 加 に伴 う容 積 率 の 減 少 が顕

著 で な い の は,d1方 向 の影 の伸 び に よ る もの で あ り,(二)の0'に も若 干 その 傾 向 が 見 られ る(

図11-8も 参照 の こ と)。

最後 に,ω 方 向 の影 は飽 和 だが4方 向 は 臨界,と い う状 況 を 考 え よ う。 図11-11か ら,4
,5階 と20

×10の 高 層 を 除 き,θ=30～60。 が この 状況 に あ る こ とが わ か り
,θ ≧75● も臨 界 時 と飽 和 時 のS2

の差 が 少 な く,こ れ に近 い状 態 に あ る。

飽 和 したSω の長 さ は表11-3の よ うにScos(θ 一a)と な るが,aが ほ ぼ300以 下 の た め,θ>

30。 で はSω は θが大 きい ほ ど減少 し・d3も これ に応 じて 減 少 す る(図11-12)
。他 方,臨 界 に達

したS2は ⑦ 式 と同 様 に λ14+μ1ω で 示 され,λ1 ,μ1は 図1i-14のd2方 向 の よ うな値 とな る。
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先 に も述 べ た よ うに・ 臨 界 時 に は10m値 で 決 ま るた め,2～3時 間 の λ1,μ1の 値 を み る と,λ1は

30。 で は値 が あ るが ・450・606で は0で あ る こ とが わ か る 。 また,μ ユは び=30。 よ り も45。,60。

の 時の 方 が値 が 大 き い 。 こ こで は4>勿 の た め λ1の 影響 が 強 く,S2の 長 さは30～60・ で は若干 の

減 少 ない し停 滞 状 況 を示 して お り・ 図11-12のd2に その 影 響 が あ らわ れ て い る 。 また,θ ≧75。 で

はd2が 伸 び る が(図11-12)・ その 伸 び はd3の 減 少 に 比 べ て少 な く,し か も 敷 地 は4方 向 に 長 い

ため・ 最 小 限敷 地面 積 に与 え る影 響 はd3ほ ど大 き くな い 。 な お,dユ は 最小 距 離 の1 .5mで よ く.

d4が 採 光 に 必要 な以 上 に多 くい るの は,θ=90@で 規制(一)の 高 層 に 限 られ る(図11-8)。

以上 の よ うなd1～d4の 変 化 の結 果,θ ≧300のSω が 飽和 でS4は ほ ぼ 臨 界 とい う場 合 に お いて

は,θ が 大 きい ほ ど最 小 限 敷 地 が 減少 し,図11-10の よ うな 容積 率 の 増 加 が み られ るの で あ る。

以上 の,4方 向,ω 方 向 と も に影 が 臨 界,両 方 向 と もに飽 和,そ して ω方 向 は飽 和 だ が4方 向 は臨

界,の3ケ ー スを組 み合 わせ る こ と に よ り,図11-10の 容積 率 の変 化 を 説 明 す る こ とが で き る。

(3)階 数 に よ る変 化

これ まで は 建物 の高 さhを 一 定 と考 え た うえ で,長 さ4,幅 ω,そ して 回転 角 θの影 響 を検 討 して

きた 。 こん どは4,ω,θ を 固定 してhを 変 化 さす と ど うな るか を 考 え てみ よ う。

建物 と敷 地境 界 線 間 の距 離d1～d4が,表11-2の 最 小 距 離,日 影規 制 の5m値,そ して10m値

の3つ の う ちの どれ で 決 ま るか は,階 数 に よ って 変 化 す る 。 この 状 況 を 示 したの が 表11-5で,5m

値 は 中層 のd2,d3方 向 で しか

効 果が ない 。 しか も θが30。 以 下 の

d2と600以 上 のd3で も5m値 は

全 く効 果 が な く,最 小 距 離 か10m値

で敷地 の 広 さが 決 ま って い る 。300

以 下 のd2と60● 以 上 のd3は 東 西 方

向に あ た って お り,飽 和,臨 界 の い

ず れの 状 況 で も3,4,5時 間 の 影

はそれ ぞ れ2,2.5,3時 間 の影 に

比 べ て東 西 方 向へ の広 が りが 少 な い

ことが5m値 の効 果 の な い原 因で あ

る(図11-8を 参 照 せ よ)。

さて,先 の図11-9,10で 階 数 と

容積 率 の 関係 を 検 討 す る と,次 の こ

とが わ か る 。⑪ 階 数 の 増 加 に伴 っ て,

大半 の ケ ー スで は容 積 率 が 低 下 して

い る。 容積 率 の 減 少 の 程 度 は ω方 向

の影 長Sω,4方 向 の 影 長S2が い

ずれ も飽 和 等 の と こ ろ(図11-11よ

り,4,5階 の 建 物 と,6=40mの

建 物 で θ≦15。 が ほ ぼ この 状 況 だ と

表11-5 d1～d4の 決 ま り方

規dヱ

θ 制AD

d2

ABC'D

d5

ABCD

d4

AD

(一)45-10げ

に)4而6向10

4--5陶10

4卿6--6御10

一45一89
,10

-45P89,10
4ρ10-

4州10一

(三)4戸99齢10 4飼9--9・10 一45臼910
4配10一

(一)4"66陶10

1r(二)4ρ10一

一 一 一4"10

4--5傅10

一45"67偽10

-4
,56,78幽10

4-10-

4伽10一

(三)4司0一 4,5--6"10 一45伽89
,10 4唖10一

(一)4ρ10一
一 一 一4●10 一4-5-10 4卿10一

300(二)4司0一 一 一 一4-10 一4-5軸10 4御10一

(三)4司0一 4--5囎10 一4-5"10 4-10一

(一)4戸10_0
45(二)4司0一

一4-5鱒10

-一 一4曜10

一4-5脚10

-一 一4陶10

4伽10-

4の10一

(三)4-10一 一 一 一4-10 一 一 一4勾 丁0 4ゐ10一

・嘱i≡ii三
一4-5脚10

--45剛10

--45軸10

一 一 一4司0

-一 一4飼10

4--5帥10

4-10-

4噸10-

4-10一

(一)4僧10一
一 一4,56"10 一 一 一4轟10 4曜10一

75。(二)4-10一 一 一45御10 4--5陶10 4働10一

(三)4司0一 一 一45飼10 4,5--6畠10 4醐10一

(一)4帥10_ 一 一 一4噸10 4--5内10 4伽67働10

㎡(二)4_10_ 一 一45ρ10 4-6--6陶10 4軸10一

(三)4御10一 一4★-5御10 4転9--9,10 4働10一

A・ ・最 小 距 離(表11-2)で 決 ま る

{
B…5m値 で決 ま る

C…1小 な ら10m値 、 大 な ら5m値 で

C'・一・W=10は10m値 、15は5m値 で

D…10m値 で 決 ま る
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★V二10と15の 間 に10m

値 で決 まる部分 があ る

なお 、A～Dの う ちの

2つ に また が るものは
両 方に示 したが 、L=

10か80の みが他 と異 な
るものは無 視 した



わ か る)で は大 き く,Sω は飽 和 等 だ がS4は 臨 界 の と ころ(同 図 よ り,θ=30～60。 の6階 以 上 が

ほ ぼ この状 況 で あ る)で は小 さい 。

しか し,こ の 高 い ほ ど容 積 率 が低 下 す る現象 に は,以 下 の 例 外 が あ る 。 まず,①,Sω,S4が と

もに臨 界 に 達 した20×10の 建 物 の 高層 で は,高 くな る ほ ど容 積 率 が 増 加 す る 。図11-10の 規 制(二)

の8階 と10階,お よ び(三)の6階 以上 の 容積 率 に,こ れ が 明 瞭 に表 われ て い る 。① θが0。 と150

で は,4,5階 に最 小 限 敷 地 が5m値 のみ で決 ま って い る と こ ろが あ り,こ こで も高 い 方 が 容 積 率 が

上 昇 して い る。 と こ ろで,先 に述 べ た よ う に,0。 と15nで は5m値 はd3方 向 で しか 効 果 が な い。

従 って,こ の 時 は 日影 規 制 の効 果 が 見 られ るの はd3の み で あ り,dユ とd2は 最小 距 離 の1.5mと な

って い る。⑮ θが75。 と90。 で は,d3が 最 小 距 離 の1.5mで よ い ケ ー スが あ る(表11-5)。 図11

-9の θ=90。 の規 制(二)の4～6階 と規 制(三)の4～8階 に見 る よ うに
,こ の 時 に も高 い ほ ど

容 積率 が上 昇 して い るg!⑦ ω一15mで,S。 は飽 和 だがS・ は臨 界 の と ・ ろで1ま,容 積 率 は鋤 が

高 くな って も変 わ らない(図11-10の 規 制(一)で θ=45へ の8階 以 上)か,僅 か に 増 加(同 図 の規

制(三)で θ=450と600の6階 以 上)し て い る 。

以 上 の 現 象 の うち,⑦ は,臨 界 に な る と建 物 を 更 に 高 く して も影 の 長 さが 変 わ らな い た め,必 要 な

敷 地 の 増 加 はd4の 採 光 に よ る もの だ け で あ る こ とが原 因 で あ る。 ① 以 外 の 現 象 に つ い て は,以 下 で

検 討 す る。

い ま・Sω が 飽 和等 で あ るた めd3は 建 物 の 高 さに応 じて変 化 す るが,d1 .d2は 一 定 で あ る に

れ に は・d1・d2が 最 小 距 離 の1 ,5mの 場 合 と,S〃 が 臨界 とな った場 合 とが あ る)と 考 え よ う。こ

の 時 のSω の長 さ は,表1ユ ー3よ り,

Sω=ε(h-4)cos(θ 一a)

とな る。最 小 限 敷 地 が 図11-7の(a)の 状 況 で 決 ま る とす る と,d4は 表11-2よ りa4(h-1)

とな るの で10!d。-d、+d、 は次 の よ うに な る 。

d4={εcos(θ 一a)+0 ,4}(h-4)-r+1.2⑪

こ の ⑪ 式 とh=2.8n+1.5(表11-2よ り)を ① 式 に 代 入 す る と,次 の 式 が 得 られ る 。

n4ωノ
=

・・(… の 〔・・2・ ・{εcG・(・ 一 ・).、 、} -2,、 、。,(,一 。)一,+α 、〕2●''"⑫

⑫ 式 の 分母 は正 で あ り.分 子 も4ω は正 で あ るの で,ω 一2 .5εcos(θ 一a)-r+02が 正 で あ

れ ば 式全 体 が 正 とな って 階数 が 増 加 す る ほ ど容 積 率 が 上 昇 し,負 で あ れ ば 容 積 率 が 減 少 す る。 そ こで,

ωが10mと ユ5m,rが5mと10mに つ い て⑫ 式 が正 とな る た め の 条件 を 示 した の が 表11 -6で あ る。

この 表 か ら.εcos(θ 一a)の 値 が重

表11-6⑫ 式 が正 とな る条 件要 で あ る こ とが わ か
る。 図11-15は,

2～5時 間 の影 に関 す るεcOS(θ 一

a)を 示 した もの だ が,図11-12の

40× 工0の建 物 のd3の 形 に類 似 してい

る のが わ か る11!

(4+d4)〔 ω+2.8n{εcos(θ 一a)+0 .4}-2.5εcos(θ 一a)-r+0 .2〕

こ れ を 階 数nで 偏 微 分 す る 。

.∂/一_伽{ω 一2。5…s(θ 一 ・)一 ・+0.2}

r 該 当日影 廿10 W・15

5m

10皿

3,4,5時 間

2,2.5β 〃

εooεrθ 一αノ〈2.08

εooεrθ 一αノく0.08

εooεrθ 一αノく4.08

εoosrθ 一αノく2.08

一170一



2.5
一 一 細線 は

、飽和時 に影 が

＼
更に伸びることを示す

2.0

、、

、

、
ヌ舛 ＼ぞ

/

》、

緊=

、

墜 ⑫層5
＼

叢

、、
、
、
、

＼

＼
、、

、
、
、
、、

L
＼

1.5

奪
㌔

」噂

＼

、

＼
＼

、＼

、
、
、
、

、 ＼,

、
・
」 ぐ

＼ 、＼

＼

亀
、
、

、
1.0

5k ＼ 、
、、

、
● ＼ ＼
＼

● ＼

＼ ＼
0.5 、

.
、 、

、

～ ＼

＼

0.0

、

、
・

＼

θ oo300600goo

図11-15飽 和 時 の影 長

さ て,最 小 限 敷 地 は10m値 で 決 ま る方 が多 いの で,r=10m

の 方 か ら考 え よ う。 ω=10mで は⑫ 式 が正 と なるた め に は εcos

(θ 一a)が0.08よ り小 さい 必 要 が あ る。 しか し,図II一 ユ5

で10m値 に 関 す る2～3時 間 の 影 の εcos(θ 一a)を み る と,

0・08よ り小 さ くな る こと はな い 。従 って,d3が10m値 で 決

ま り・ そ の影 の長 さSω が 飽 和等 で あ る場 合 に は.d1,d2

は建 物 が 高 くな っ て も伸 びな い場 合 で あ って も,⑫ 式 は負,つ

ま り建 物 が高 い ほ ど容 積率 は 減少 す る。 そ して,Sω が 飽 和 等

で あ る の に加 え,S4も 飽 和等 であ る と,建 物 が 高 くな る と更

に広 い敷 地 が 必 要 にな り,容 積 率 の 減 少 が大 き くな るの で あ る。

これ が⑤ の よ うな 現 象 の起 き る原 因 で あ る 。

しか し,ω=15mに な る と少 し状 況 が変 化 す る。表11-6よ

り,εcos(θ 一a)が2、08よ り小 さけれ ば⑫ 式は正 とな る が,

2時 間 の 影 の 一部 を除 き,ほ ぼ この条 件 は満 た され て い る。 そ

の 境 が2時 間 の θ=45。 で,こ こで は εcos(θ 一a)が2 .076

と い う 値 を と る の で,建 物 が 高 くな って も容積 率 は ほ とん ど

変 化 しな い 。 そ して,2.5時 間 や3時 間 の 影 で最 小 限敷 地 が 決

まる規 制(二),(三)で は,建 物 が 高 い 方 が 高 い 容積 率 が 得 られ る。 これ が ω=15mの 建物 でSz・

が 飽和,S2が 臨界 の時 に見 られ る⑭ の 現 象 の原 因 で あ る。 なお,規 制(一)の60。 で も,8階 以 上

で は容 積率 が ほ ぼ一 定 に な って い る(図11-10)。 この時 の εcos(θ 一a)は1 .865で あ り,こ の

面 か らは 高 い方 が 容 積 率 が上 昇 す るの だ が,図11-11の よ う にS2が 臨 界 と飽 和 の 中間 に あ り,1階

高 くな る と0.1mほ ど長 くな るの で,両 者 が打 消 しあ っ て容 積 率 が変 化 しな い もので あ る。

次 に,r=5mの 場 合 を 考 え よ う。 表11-6よ り,ω=15mな らεcos(θ 一a)が4,08未 満 で,

ω=10mで も2 ,08未 満 で あ れ ば ⑫ 式 は正 となる。 そ こで 図11-15で5m値 に関 す る3～5時 間 の影

の εcos(θ 一a)を 見 る と,こ の 条件 は常 に満 た され て お り,θ がooに 近 い ため に 飽和 時 に は 影 の

長 さが εcos(θ 一a)×(h-4)よ りも更 に伸 び る場 合 で あ って も,2.08×(h-4)以 上 の長

さに は な らな い こ とが わ か る 。従 って,d3が5m値 で 決 ま り,d1,d2が 最小 距 離 で よ い場 合 に は高

いほ ど容 積 率 が上 昇 し,⑦ の 現象 が生 じる 。

最後 に⑮ の 現 象 を考 え よ う。図11-8の θ=75。 とgooの5階 建 に 見 るよ うに,こ の時 のS2は 臨

界 と飽 和 の 中間 に あ る た め,長 さ はhと ωの 影 響 で 決 ま り,階 が高 くな るほ どd2が 長 くな る 。 しか

も,d4も 高 い ほ ど長 くな る た め,4方 向,ω 方 向 と もに必 要 な敷 地 の広 さが 広 が る こと とな る。 そ

こで,d4,dω と も階 数nに 応 じて 直 線 的 に 増 加 す る と仮 定 し,次 式 の よ うに 考 え る。

ll=多に 馨}⑬

(4十 αη 一β)

これ を 階 数nで 偏 微 分 す る。

この式 を ① 式 に 代 入す る と,次 式 を得 る。

η4ω/
一

(ω 十 γ7z一 δ)
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嘉一諜 笥@諜 晋)L⑭
こ こ で,π 。一 、(4一 β)⑳ 一 δ)/α γ と す る 。noが 実 数 の 時 は,⑭ 式 ぱn〈noで 正,n=

noで0,n>noで 負 と な る た め,n=n・ で 容 積 率 が 極 大 と な る 。 ま た,noが 虚 数 の 時 は ⑭ 式 は

負 と な る た め,nの 増 加 に つ れ て 容 積 率 は 単 調 に 減 少 す る 。

⑭ の 場 合,d3は1.5m,d4は0.4(h-1)mで,h=2.8n+1.5の た め ・d4=1.12n+

1.7と な り,γ=1.12,δ=-1.7と な る 。 ま た,d1は1.5mだ が,d2は 図11-8の よ う にd2

=S4-10で 決 ま る の で は な く,図11-7の(b)に 近 い 状 況 で 決 ま る 。 そ こ で 規 制(三),θ=90。

に お け る40×10,60×10,40×15の 建 物 のd2の 変 化 を 示 し た の が 表11-7で あ る(40×10の 建 物 に

つ い て は,図11-12も 参 照 の こ と)。d2

の変 化 は階 数 に 応 じて直 線 的 で は ない の で,

その 伸 びの 最 も大 き い7階 と8階 の デ ー タ

を も とに,α,β を 求 め てnoを 計算 した

と こ ろ,表 の よ う に,10階 以上 とな り,10

階 以下 で は高 い ほ ど容 積 率 が上 昇 す る 。 こ

れ が⑮ の現 象 の 原 因 で あ る。

以 上 の変 化 を 全体 的 に 見 る と,最 小 限 敷

表11-7d2の 変 化 とno

1xw
d2(m} 7,8階 に よる計算 値

5F6F7F8F α βn。

40x10

60x10

40x15

2.34.06.08.4

2.34.06.08.4

7.37.79.712.2

2.49,311.6

2.49,314.9

2.56,314.2

地 が5m値 の み に よ って 決 ま る場 合 に は,高 い 方 が 容 積率 が上 昇 す る。 しか し,10m値 で 決 ま るよ う

に な る と・S伽S4と もに臨 界 とか.θ が90。 に 近 くd3が1 .5mと か,S4が 臨界 で ωが 大 きい

等 の特 殊 な 条件 の な い限 り,階 の 増 加 に伴 って 容積 率 は低 下 す る 。従 って,図11-10に 見 る よ うに,

大 半 の ケ ー スに お い て,4,5階 とい う中層 の建 物 で最 高 容 積 率 が 得 られ る の で あ る。

(4)採 光 タ イ プの 比 較

以 上 で,片 面 採 光 の建 物 に 関 す る建 物 の 長 さ,幅,回 転 角,そ して 階 数 の変 化 が その 容 積 率 に 及 ぼ

す 影 響 と,そ の よ うな 現 象 が生 じる原 因 に つ い ての 考 察 を 終 え た 。 そ こで,こ こで は先 の 図11-2に

示 した 両 面 採 光 お よ び3面 採 光 の建 物 を 片 面 採 光 の 建 物 と比 較 しよ う。

と こ ろで,図11-8に 見 る よ う に,片 面 採 光 の 建 物 で も,θ がgooに 近 い 場 合 を除 くと主 採 光面 の

反 対 側 のd3が 日影 規 制 の た め にか な り長 くな り,な か に は 主 採 光 面 に 必 要 な 空 地 奥 行d4よ りも 長

く な る こ と も 珍 し くな い 。 そ こでd3の 長 さを 検 討 しよ う。

図11-12のd3を ・ 主 採 光 面 に必 要 な 空 地 の 奥 行(4階 で5m ,5階 で5.8m,そ の 後1階 ふえ る

毎 に1.12mふ え,10階 で11.4m)と 比 較 す る と,規 制(一)で は,θ;75。 の4階 と,90。 の4,

5階 を 除 き・ すべ てd・ が 採 光 に 必 要 な よ り も長 … とが わ か る121規 制(三)で は,4階 は θが

45。 以上 で・5階 は60。 以 上・6階 は75。 以 上,そ して8 ,10階 も θ=90。 で はd3が 採 光 に必 要 な

だ け は な い 。規 制(二)は ほ ぼ両 者 の 中 間 で あ る 。 この よ うに,片 面採 光 とい う条件 で最 小 限敷 地 を

求 め て も,日 影 規 制 の 結 果.規 制(一)で は ほ とん どす べ て の 建物 で,そ して(三)で も大半 の建 物

で,両 面 か らの 採 光 が 可 能 で あ る 。

片 面 採 光 で あ って もd3が 採光 に必 要 な だ け あ る場 合 に は,こ れ と ω二20mの 両 面採 光 との差 は,

単 な る ωの み の 差 の 問 題 とな る 。他 方,片 面 採 光 で はd3が 採 光 に 必要 な だ け な い 場 合 に は,ω と
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d3の 影 響 が複 合 す る。

まず 前 者 のd3が 採 光 に必 要 な だ け あ る場 合 につ い て 考 え よ う。 影 が 飽 和 の場 合 に は,ω が 大 き く

な って も影 の長 さSω ・S2は 変 化 しな いた め,ω の 増 加 分 だ け容 積 率 が上 昇 す る(式 ⑥参 照)。 し

か し,影 が 飽 和 で な い場 合 に は,ω の増 加 に よ っ て影 も伸 び る のでd2やd3が 伸 び,そ の分 だ け容積

率の上 昇 が抑 え られ る ・図11-16の40×20で 両 面 採 光 の 場 合 の 容積 率 を 図11-10の40×10で 片 面 採光

の もの と比 較す る と,Sω,S2と

容
積
率
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0。30。60。9〔 ア

図11-1640×20(両 面 採 光)の 容 積率

も に飽 和 の θ=0～15。(図11-11)

で は,θ ≧30。 に比 べ て両 面 採 光 の

場 合 の 容 積 率 の増 加 が 大 き くな うて

い る 。

な お,θ=0。 につ い て み る と,

容 積率 の増 加 は規 制(一)で は60%

前 後 だ が,(二)で は80%前 後,

(三)で は70～110%と 大 き くな

って い た。 この 差 の原 因は 主 に規 制

(一)よ り(二),(三)の 方 がd2,

d3が 短 い こ とに あ る 。先 の 式 ⑥を

d4,dω で偏 微 分 す る と,次 式を

得 る。

、暑、(諭 一一ω+誰 乱+㊧ ・ ⑮

、窪。(謝 一(、+辮 轟 ア ⑯

⑮ 式 は ⑤式 の,⑯ 式 は④ 式 の4と ωを 交 換 した形 を してい る。 さて,⑮ 式 は負 で あ り,⑯ 式 もωは

10～20mでdω はd3+d4で あ るた め,大 半 の場 合 に負 と な る(図11-12参 照)。 従 って・ 一 般 にd2

やd3が 長 い ほ ど ωの増 加 に伴 う容 積 率 の上 昇 は小 さ くな り,先 の 現 象が 生 じる・

次 に,片 面採 光 で はd3が 採 光 に必 要 なだ けは な い場 合 を考 え る。 この時 には 両面 採 光 に な る とd3

がよ り多 く必要 な た め,ω の増 加 に と も な う容 積 率 の 増 加 を打 消 して しま う。 これ を最 も良 く示 して

い るのが 図11-16の 規制(二)と(三)の4階 の 容 積 率 で,片 面 採 光 の 場 合(図11-10)に は ご く一

部を除 いて θが 大 き くな るほ ど容積 率 が増 加 してい たの が,両 面 採 光 の(二)で は θ=45。 を ピー ク

と して,(三)で は30。 を ピ ー ク と して 減少 に転 じてい る。 そ して・ θ;90'に おけ る40×10と の 容

積 率 との差 は,規 制(一)で40～60%、(二)で0～80%に 減少 し,(三)で は8階 以 下 で は容 積率

の減少 が認 め られ た 。

以上 の よ うに,全 体 的 に見 る と θが 小 さい ほ ど両 面 採 光 で の 容 積率 の増 加 が 大 き い傾 向 が あ る・

3面 採 光 の ポ イ ン トタ イ プ にな る と,dユ とd2が 採 光 の た め に 広 く必 要 な た め・ 容 積 率 は両 面 採

光 よ り低 下 し,特 に規 制(三)で 大 きか った 。 図11-17は25×25の 建 物 の容 積 率 を 示 した もの で・20

×20の 容積 率 は これ よ りも20～30%低 く,30×30は 逆 に20～30%高 か った 。 θ によ る容積 率 の 変化 は

図11_16の 両 面 採 光 の0～45。 に似 て い るが その 値 は低 下 して お り・ 規制(三)で は50%ほ どの低 下
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で あ った。30×30の 建物 で は,規 制(一)で は ほ ぼ40×

20の 両 面 採 光 なみ の 容積 率 が 得 られ たが,(三)で はや

は り及 ば なか っ た。

この よ うに,3面 採 光 の ポ イ ン トタイ プ で は.あ ま り

高 い 容 積率 は得 られ ない 。 な お,日 影 規制 の た め に採 光

面 で ない 面 に お い て もか な りの 空 地 の奥 行 が必 要 な た め,

規 制(三)の4階 を 除 き,4面 す べ て か らの採 光 が建 築

法 規 上 許 され るこ とがわ か っ た。

(5)北 緯32。 との比 較

最 後 に,緯 度 の影 響 を検 討 しよ う。 同 じ建物 で あ って

も,そ の 緯 度 に よ って影 の状 況 は異 な り,一 般 に緯 度 が

低 くな る ほ ど影 の 長 さが 短 くな る。

表11-8に 示 した の は,北 緯320

の2～5時 間 の 影 に 関 す る εとa表11-8

で あ る 。一 般 に,ε が小 さ い ほ ど

飽和 時の 影 の 長 さS=ε(h-4)

が短 くな り,ま た,各 時 刻 の方 位

角 の差 が 大 き い ほ ど臨 界 時 の影 長

を 決 め る λ,μ が 小 さ くな って影

容
積
率
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図11-1725×25(3面 採 光)

の 容 積 率

北 緯32。 の εとa

日影時間 基準時 ε α

2時 間10,14 1,915 31.16。

2.5"10.5,13.5 1,696 24.05。

3・'11.13 1,556 16.39。

4"12,12 1,452 0.00。

5・ ・13.11 1,556 一16 .39。

が 短 くな る(式 ⑦,⑧ を 参 照)。 表11-8を 北 緯35。 の ε,a(表11-3)と 比 較 す る と,ε は小 さ

く,aは 大 き くな って お り,臨 界,飽 和 時 と も に北 緯32'の 方 が 影 が 短 くな る こ とが わ か る。

と ころ で,北 緯35。 と32。 の ε,aを 詳 し く比 較 す る と,ε の 差 は11%ほ ど あ る の に対 し,aの 差

は3%前 後 と少 な い こ とが わ か る。従 っ て,aで 影 長 が 決 ま る臨 界 時 に は両 者 の容 積 率 の差 はほ とん
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但 し 、規制(三)、4
階 の90。は 表11-2の

'最 小距 離で 決 ま る

Ilo
θ

IIIl,,

0。30。60。90`

■1,1

0。30。60。90。0。

lllIIIl

30。60。9〔P

1,,

0。30。60。9σ

図11-18北 緯320で の20×10,40×10の 建 物 の 容 積 率
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どな く,図11-18の20×10,8階 以 上 の 容 積 率 は北 緯35。 とほ ぼ 同 じで あ る。他 方.S2,Sω と も

に飽 和 等 で影 長 が εで決 ま ってい る40×10の θ=0。,15。 で は,北 緯350に 比 べ て 容積 率が20%近

く上昇 して お り,Sω は飽 和 だがS2は 臨界 と い う θ=30～60∩ で も10%前 後 の 容積 率 の 増 加 が認 め

られ る 。 また,ε が 小 さい と式⑫ が正 に な る た め の条 件 が 緩 くな り,最 小 限 敷 地 の決 ま り方 が5m値

か ら10m値 に 移 る階 数 も0.5階 前 後 高 くな って い た13!

以上 の よ うに,北 緯32。 に 比 べ て 全 体 的 に 容積 率 が上 昇 してい るが,そ の上 昇 は均 等 に生 じて い る

の では な く,影 の状 況 に よ って異 な る 。 その 結 果,臨 界 と飽 和等 の 時 の 容積 率 の 差 が 減少 す る等 の質

的 な変 化 が生 じて い る 。

な お,以 上 は緯 度 が3。 少 な い時 の現 象 で あ り,緯 度 差 が 拡大 す る と違 い は増 加 し,北 緯35。 よ り

北で は逆 の 現 象 が生 じて 飽 和 時 の 容積 率 が 低 下 す る 。

11-3日 影規制 と容積率

以上で,直 方体の形を した建物モデルに関 して,日 影規制が容積率に及ぼす影響の検討を終えた。

そこで,こ れらの検討をもとに建築基準法の許容容積率 との比較を行い,ま た今後の居住地のあり方

に日影規制がどのような影響を与えてい くのかを考えよう。

(1)許 容 容 積率 との 比較

建 築基 準 法 第52条 で 定 め られ て い る延 べ面 積 の敷 地 面 積 に対 す る 割合 の 上 限,す なわ ち許 容 容積 率

の制 限 は,建 築 物 の 密 度 の 規 制 の う ちで も最 も重 要 な もの で あ る。 そ こで,日 影規 制 に 起 因 す る容 積

率 の上 限値 と,許 容 容 積 率 との 関 係 が 問 題 とな る。

日影 規制 と許 容 容 積 率 の 指 定 状 況 を全 国 的 に み る と,第 二 種 専 用 地 域 の 日影 規 制 の種 別 が(一)の

地域 で は,100,150,200%の 許 容 容 積 率 の 指 定 が混 在 して い る。 次 に,規 制 の種 別(二)

の地 域 〔住居 地 域 等 の規 制 の種 別(一)を 含 む 〕 は,ほ ぼ すべ てが200%の 許 容 容積 率 に な って い

る。 そ して,第 二 種 住 居 専 用地 域 で規 制 の 種 別 が(三)の 地域 〔住 居 地 域等 の規 制 の種 別(二)を 含

む〕 では,200%の 許 容 容積 率 が 多 いが,一 部 に300%の 指 定 もあ る。 な お,許 容 容積 率 との比

較 に あた って は,同 時 に,日 影 規制 を受 け な い3階 建 の 建 物 も加 えて 比 べ て み る ・3階 建 のd1～d4

は表11-2の 最小 距 離 で計 算 し,図11-10,16,17,18に 容 積 率 を 示 してあ るが,実 際 には 建ぺ い率 規制

のた め,角 地 以 外 で は 容 積 率 の 上 限 は180%と な る(地 階 は考 え ない)。

規制(一)で は,許 容 容 積 率 の 指 定 が100%の 場 合 を 除 き,建 物 の幅 ωを10mに.θ を0。 近 く

(南向 き)に して建 物 自体 の採 光 や 日購 の 条件 を良 く しよ う とす る と・ 日影 規制 を受 けな い3離

の方 が高 い容 積 が 得 られ る 。 そ して,150%の 容積 率 を 得 る には ωを10m以 上 に す るか θを60。 以

上 に す る 必 要 が あ り,200%の 容 積 率 を 得 るた め に は θをgoo(東 か 西 向 きの 住棟 と な る)に し

て南 面 の 日照 を断 念 す る か溜 が20mの 両 面 採 光 の 幅 下 式住 棟 と して・ 北側 に しか 開 口部 の な い住

戸 もつ くる必 要 が あ る 。

規 制(二)に お い て も,住 戸 の 日照や 採 光 を 良 く しよ う とす れ ば3階 建 の 方 が 高 い容 積 が得 られ る・

しか し,200%の 容 積 率 を得 るた め に は,θ を75◎ 以 上 とす るか・ ωを15mと す る程 度 で よ い ・

以 上 の 規 制(_)(二)に お い て は,高 層 よ りも 中層 の 方 が 高 い 容積 率 を 得 る こ とがで きた 。 しか
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し,規 制(三)に な る と中 層 よ りも高層 の方 が高 い容 積 率 を 得 られ る ケ ー ス も多 く,ま た θが 容積率

に与 え る影 響 もよ り大 き くな る。 この結 果,高 層 に して θを90。 にす る とω が10mで も300%の 容

積 率 が 得 られ る こ とが あ る。 また,よ り低 い 階 で影 が 臨界 と な る た め・4と ωが 大 き くな い建 物 で は,

ω と θを 小 さ く して住 戸 の 日照 や 採 光 条 件 を 良 くして も高 層 に すれ ば200%以 上 の 容積 率 が 可 能 で

あ る 。 こ の よ うに 規制(三)で は 日影規 制 の効 果 は それ ほ ど強 い も ので は な く,許 容 容 積 率 の 制 限の

方 が厳 しい ケ ー ス もあ る 。

表11-9は,建 物 の長 さ4が40m程 度 で,日 影 規 制 下 で 最 も高 い 容 積 率 が 得 られ る階 数 の もの に関

して以 上 の こ とを 示 した もの

表11-9日 影 規 制 と許 容 容積 率 の比 較 で あ る。 建 物 の 幅 ωを狭 く し

て採 光 や 通 風 を 良 く しよ う と

した り,θ を 小 さ くして南 向

き と し,南 か らの 日照 を得 よ

うとす る と,日 影 規 制 の効果

が 強 くな るの が わ か る 。北緯

32。 につ い て は規 制(二)の

み を 示 したが,緯 度 の違 いが

微 妙 な影 響 を 及 ぼ して い る。

注)日 影規制と許容容積牽の規制の うち、よ り厳しい方を示 した。

※印は、θが大きいと許容容積率の方が厳しくなる事を意味す る。

(2)日 影 規 制 の 影 響

これ まで の 検 討 を もと に,北

緯350を 対 象 と して,日 影 規 制 が今 後 の居 住 地 の あ り方 に どの よ うな影 響 を 与 え る可 能 性 が あ るか を

考 え よ う。

第一 に言 え る こ とは,日 影 規 制 に 起 因 す る 容積 率 の上 限 値 はか な り厳 しい もの で あ り,本 章 で扱 っ

た 建 物 モ デル の よ うな直 方 体 の形 を した 建物 で は,許 容容 積 率 の規 制 値 を 下 ま わ る こ と も少 な くない,

とい うこ とで あ る。 この傾 向 は,建 物 の 幅 を狭 く した り南 向 き に した り して,建 物 自体 の 環 境条 件 を

良 くしよ う とす るほ ど強 くな る 。

第 二 に重 要 な点 は,上 記 の よ うな 日影 規制 に よ る容 積 率 の低 下 を 少 な くす る た め に は,建 物 の幅 を

厚 く した り,建 物 を南 面 さ す こ とを あ き らめ て 回転 角 を大 き くす る こと が効 果 が あ る こ とで あ る 。 と

こ ろで,以 前 私達 が明 らか に した よ うに14!住 戸 の 日照 条 件,特 に そ の方 位 は居 住 性 に 大 きな格差

を も た ら し,ま た 幅を 厚 くす る と住 戸 の 採 光 や通 風 が悪 化 し,特 に 中廊 下 タ イ プ の住 棟 で はそ うであ

る。 従 って,自 らの居 住 性 の 良 さを 選 ぶ か,そ れ とも 容積 率 の高 さを 選 ぶか,と い う選 択 が 迫 られ る

わ けで あ り,こ こに 日影 規 制 の 重 要 な牲 格 が あ る 。

三 番 目に重 要 な こ と は,規 制 の種 別(一)(二)(三)の 違 い は単 な る量 的 な も ので は な く,高 い

容 積 が得 られ る階 数,回 転 角 の影 響,敷 地 の東 西 へ の広 が り,許 容 容積 率 や3階 建 と の比 較 な どの多

くの 点 に お い て質 的 な 差 を 招 い て い る こ とで あ る 。特 に規 制(三)で は,日 影 が 臨界 とな る こ とを利

用 して高 い容 積 率 と 自 らの 居住 性 の 良 さ とを一 定 程 度 両 立 させ る こ とも 可能 で あ る等,(一)(二)

に比 べ て規 制 力 が か な り弱 い 。

な お,本 章 は直 方 体 の建 物 モ デ ル に つ い て 理 論 面 か らア プ ロー チ した もの で あ り,実 際 に は建 物 の

緯

度

規

制
馨籍

率

片 面 採 光 両面採光

Uナ=20
3階 建 の比較

膨=10 ω 膠=15

35。

(一)

100署

150亀

200暑

容積率

日影規制 ※

日影規制

容積率

容積率

日影規制※

容積率

容積率

ほほ同 じ※

'

4階 以 上 と 同 容積

U♪=10,θ 小 で 高 容積

轡=10,θ 小 で 高容 積

(二 200署 日影規制 ※ ほほ同 じ※ 容積率 世=10,θ 小 で 高 容積

(三
200暑

300亀

日影規制 ※

日影規制

容積率

日影規制※

容積率

日影規制※

世=10,θ 小で同容積

4階 以 上よ り低 容積

32。 (二 200亀 日影規制 ※ 容積率 容積率 ψ=10,θ 小 で同 容積
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外形を工夫することでより高い容積率を得 られる可能性もあるし,敷 地条件や接道条件のために容積

率が上下することもあると思われる。そこで,次 章では実際に建てられている建物について日影規制

の効果を検討 しよう。

注1)日 照 実 態 調 査 委 員 会 「住 宅 地 の 日照 実 態 と 日照 に 関 す る基 準 」(全 国市 街 地 再 開発 協 会,1973年)

お よ び,大 阪 府 日照 調 査 委 員 会 資 料 部 会(部 会長,松 浦 邦 男)「 日影 に関 す る調 査 研 究,第3巻 」

(大 阪 府,1976年)

2)阿 部 成 治 「建 築 物 の 日影 規 制 に関 す る研 究 一建 物 方 位 が回 転 した場 合 」 日本 建築 学 会 中 国 ・九 州 支

部 研 究 報 告,第5号(1981年)

3)光 吉 健 次,他 「福 岡市 に お け る 日照 阻 害 建築 物 に 関す る一 考 察 」,日 本 建 築 学 会論 文 報 告 集,

第291号(1980年)

4)第 一 種 住 居 専 用 地 域 以 外 に お いて は,表11-1の よ うに,日 影規 制 の も と とな る 日影 は 地 盤面 上4

mの もの で あ る。 そ こ で,以 下 にお い て も,日 影 の長 さ はす べ て地 上4mの 面 の もの を 指 す。

5)第 二 種 住 居 専 用地 域 の北 側 斜 線 は,日 影 規制 が 行 な われ る区 域 に は適 用 され な い(建 築 基 準法 第56

条第1項3号)。 ま た,隣 地 斜 線 の 影 響 は 高 層 で しか生 じず,ほ と ん ど問 題 と な らない 、 従 って,

問題 とな るの は道 路 斜 線 に ほ ぼ限 られ る。

6)表11-5を 見 る と,規 制(三)の θ=90。 で は,dω=d3十d4が 最 小 距 離 よ りも長 く必 要 な の は

9階 以上 に 限 られ るこ と が わか る。

7)図11-10や 表11-5か らわ か る よ う に,5m値 で最 小 限敷 地 が 決 ま るの は 中層 の一 部 に限 られ,大

半 で は10m値 で 決 ま って い る。

8)40xi5の 規 制(三)の4階 は,θ が600以 上 で は5m値 で 決 ま るの に,容 積 率 は 増加 傾 向を 示 して

い な い。 これ は,d3が 最 小 距 離 の1.5mと な り,d2の も と とな る5時 間 の 影 のS2が 臨 界 とな っ

て い るた め で あ る。

9)図11-9の ω=10mの 規 制(三)で は,4が70m以 上 で は高 い ほ ど容積 率 が 上 昇 してい る よ うに見

え る。 しか し,実 際 に は9階 が ピー クで あ り,10階 に な る とd3が1.5mよ り長 くな るた め,容 積 率

が 低 下 して い る。

10)4階 のd4は5mで あ り,0.4(h-1)か ら求 あ た4.68mよ り少 し長 くな る。・ しか し・ 差 が少

な い た め この 式 を 用 い て も特 に 問題 は生 じなか った。

11)規 制(一)は2時 間 の,(二)は2.5時 間 の,(三)は3時 間 の εcos(θ 一a)の 曲線 に似 た カ ー

ブを 示 して い る。

12)こ こで は 日影規 制 を受 け な い3階 建 は除 外 して 考 え て い る。 なお,3階 建 で はd3は 最 小 距 離 の

L5mの た め,採 光 に は不 十 分 で あ る。

13)10m値 の も とと な る 日影 の εと,5m値 の 方 の εとの差 を△ εとす ると,△ ε(h-4)cos(θ 一

a)が5mを こえ ると10m値 で 決 ま る よ う にな る。 北 緯32。 で は εが小 さい ため に△ ε も小 さ く,

hが よ り高 くな らな い と10m値 の効 果 が 出 ない 。

14)広 原盛 明,森 本 信 明,阿 部成 治,岡 部 明子,「 市 街 地 住 宅 に お け る 日照条 件 の 調 査 研究 」 日本 建 築

学 会 論 文 報 告 集,第178号(1970年)お よ び 第179号(1971年)
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第12章 日影規制下における中高層住宅の形態

前章 で は建 物 モデ ル を 用 い,日 影 規 制 が 容 積 率 に 及 ぼ す 影 響 を 理 論 的 に 検 討 し,日 影 規 制 が 容積率

に 与 え る効 果 はか な り大 き く,容 積 率 の 低 下 を 避 け よ う とす れ ば,そ の 建 築 物 自体 の 居 住性 が悪 化 す

る こ と等 を 明 らか と した 。 と ころ で,こ の 日影 規 制 は 既 に 数 年 前 か ら実 施 され て お り,そ の影 響 の も

とに す で に多 くの 建 築物 が建 て られ て い る。 そ こで,本 章 で は,日 影 規 制 の も とで 実 際 に建 て られ て

い る居 住 用 建 築 物 に 関 す る形 態 の分 析 を 行 う。 対 象 を 住 宅 に 限 定 した の は,非 住 宅 で は 建物 自体 へ の

日照 や採 光 の要 求 が 強 くな い の で,日 影 規 制 へ の 対 応 方 法 も異 な る、 と思 わ れ た た め で あ る 。

日影 規制 が住 宅 形 態 に 及 ぼ す影 響 に は,主 に 次 の3つ が 考 え られ る。 第1は,規 制 の た め に容 積率

を 低 下 さす もの で あ る。 第2は,十 分 な容 積 率 を 得 るた め に建 築形 態 を 工 夫 す る もの で,こ の ため に

は建物 の居 住 性 を あ る程 度犠 牲 に しな けれ ばな らない ケ ー ス も出 て こよ う。 第3は,日 影 規 制 を受 け

な い よ うに建 築 物 の 高 さを抑 え る もの で あ る。 以 下 で は,大 阪 市 と神戸 市 で の 調 査 を 通 じ,こ れ らの

影 響 が どの程 度,ど の よ うな形 で み られ るの か を 明 らか と した い 。

12-1日 影 規 制 の 有 無 の 影 響

日影 規制 の影 響 を 調 べ る最 も良 い方 法 は,実 際 に 行 わ れ た建 築 確 認 申 請 を 調 査 す る こ とで あ る。 し

か し,残 念 な こ とに,建 築 確認 申請 の 詳 しい 資 料 の 閲 覧 は 許 され て お らず,閲 覧 が 可 能 な の は建 築計

画 概 要書 に限 られ て い る。 そ こで,日 影 規 制 が 行 わ れ て い る区 域 と行 わ れ て い な い 区 域 の あ る大 阪市

南 部 の住 居 地 域 に関 し,建 築 計 画概 要 書 を 閲 覧 調 査 す る こ と と した 。 大 阪 市 を 調 査 対 象 に選 ん だ の は,

日影規 制 の ない 区域 が あ る と共 に,多 くの 中 高 層 建 築 物 が 建 て られ て お り,緯 度 が ほ ぼ北 緯35◎(正

確 に は34041')と,前 章 で行 った理 論 的 検 討 との 比 較 が 可 能 で あ る こ とに よ る。

(1)調 査 の概 要

大阪 市 の 用 途 地 域 の指 定状 況を 見 る と,国 鉄 環 状 線 の 内側 は 大半 が 商 業 地 域 で あ り,環 状線 の外 側

も,北 部 と東 西 は か な りの 広 さに わ た って 工 業 系 の 地 域 が 指 定 され て い る。 そ こで 住居 系 の地 域 が広

く指 定 され て い る大 阪市 南部 か ら,阿 倍 野,西 成,住 吉,東 住 吉,住 之 江 の5区 を 選 び,そ の住 居地

域 お よ び第 二 種 住居 専 用 地 域 内 の居 住 用 建 築 物 を 調 査 した。 調 査 の 対 象 とな った 区 域 は,図12-1に

示 した。

調 査 は 日影 規 制 の影 響 を 知 るの が 目的 で あ るた め,昭 和55年 度 に 建 築 の 申請 が 確 認 され た新 築 の居

住 用 建 築物 の う ち,3階 建 以 上 と した 。居 住 用 建 築 物 と は,専 用 住 宅,併 用 住 宅,お よ び これ らを 含

ん だ複 合 用 途 の 建物 であ る。 ま た,3階 建 以 上 の 居 住 用 建 築 物 が 占め る シ ェ アを 知 るた め に,昭 和55

年 度 の上 半 期(4月 ～9月)に つ いて は,2階 建 以 下 の 居 住 用 建 築 物 に つ い て も簡 単 な 調 査 を行 った 。

大 阪 市 の 昭 和55年 度 の建 築 確 認 件 数 は,全 体 で9,306件 で あ った が,本 調 査 の 対 象 と な った の は・

3階 建 以上 が278件(同 一 敷 地 に関 して 重 複 して 確 認 の 行 わ れ た2件 は,先 に 行 わ れ た 確 認 を除 外
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した),2階 建 以 下 が447件 で あ る。 な お・ 計 画通 知 は含 まれ て いな い た め,公 営 住 宅等 は対 象 に 入

って い な い。

大阪 市 に お け る住 居 系地 域 の 用途 ・形 態規 定 と 日

!、 影 規 制 の組 み合 わ せ は
,表12-1の よ うに4種 類 あ

る 。以 下 で は,こ れ ら4種 類 の 区域 を,表 の 右端 の

Q

?　 '

・一・》bJ

(路線状、お よび小 規模な商業系地域は除外 せず

に示している)

図12-1大 阪 市 の 調 査 区 域

A,B,C,Dの 記 号で 呼 ぶ こ と とす る。例 え ば 区

域Aと は,第 二 種 住居 専 用 地 域 で,許 容 容 積率200

%,許 容 建 ぺ い 率60%で,地 盤 面 よ り4m上 の水 平

面 に お いて,4時 間 の 日影 を 敷 地境 界 線 か ら5mの

範 囲 に,2,5時 間 の 日影 を 敷 地 境 界線 か ら10mの 範

囲 に お さめ る必 要 の あ る区 域 で あ る。 区 域A,B,

Cで は 日影 規 制 が 行 われ てい るが,区 域Dで は行 わ

れ て い ない 点 が 重 要 で あ る。 な お,3階 建 以上 の 建

物 の うち,4件 は 敷地 が区 域CとDに また が って い

た 。

表12-1大 阪 市 の 日影 規 制

用途地域 許容容積率 許容建ぺい率 規制日影時間 件数 記号

第二種

住専地域

200%

300劣

60%

60%

4時 間,2.5時 間

5時 間,3時 間

82

28

A

B

住居地域
200%

300%1

60%

60%

5時 間,3時 閻

な し

75

89

C

D

注)件 数 は3階 建以上 の建物 のみを示 す.

(2)3階 建 以 上 の建 物 の状 況

表12-2は 、3階 創 上 の建 物 に つ し・て,用 途 と所有 関係%示 し焼 ので あ る.全 体 の半 鰍 が

居住 専 用 の建 物 で,残 りは店 舗 等 も兼 ね て い る。 区 域 別 で は,BとDで 居 住 専 用 の ものが 若干 少 な く

表12-2 建物用途 と所有関係
(%)

区域 件数
一戸建

住箔

共同
住宅

店舗と
住宅

事務所
と住宅

その他 持 家
分譲
住宅

貸 家 社 宅

A

B

C

D

92

28

75

B9

29.さ

39.3

玉6.職)

37.」

25.6

1⊂レ.7

2L⊃

11.コ

22.{=,

2L4

二二鴇.3

29.2

15.4

17.9

9.5

12.4

9.8

1自.7

8.Q

h〕"1

58.5

78.6

58.フ

64.u

11.0

14.き

i7.き

15.7

2白.8

7.1

2春.◎

19.」

享.7

`),`⊃

〔二、.〔=b

1.1

言f★ 2/8 き∠L5 ⊥8.::ヌ 2・:L8 1二.? 9.4 62.2 14.7 21.占 1.4

注)★CとDの 区 域に またが る4件 を含 む
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な って い るが,B・Dの 容 積 率300%の 区域 は阿 倍 野,西 成 とい う環 状 線 に 近 い 区か 幹 線 道 路 沿いが

大半 の ため,居 住 以外 の 目的 も有 す る もの が 多 い の だ ろ う。

次 に,所 有 関係 を み る と,約6割 が持 家 で,分 譲 もあ わ せ る と8割 近 くに 達 した 。 用 途 との 関係 で

は,一 戸 建住 宅 は9割 が 持 家 な の に 対 し,共 同住 宅 は貸 家 が6割 で分 譲 が3割 と対 照 的 で,店 舗 等 を

兼 ね る もの は半 数 以 上 が 持 家 で あ った 。

さて,日 影 規制 の面 か ら重 要 な の は,建 物 の高 さで あ る 。 そ こで,表12-3に 建 物 の階 数 と10m以

下 の 建物 のパ ー セ ン トを 示 した 。 ま ず階 数 を み る と,日 影 規 制 の あ るA～Cの 区域 は3階 建 が3/4

表 ヱ2-3建 物 の階 数 と高 さ
(%)

区域 件数

階 数 10m以 下 の 建物 の割 合

3階 建 4階 建
5階 建
以上

全 体 3階 建 分譲持 家 貸 家
住宅 社 宅

A

B

C

D

82

28

75

89

ア5.占

92.9

77.3

7〔)。8

1=7。1

`).`)

18.7

1三.5

7.芯

7.1

4.0

15.7

7コ.2

89.5

72.0

5ユ.7

96.8

96.2

91.4

7了.(レ

89,655,645.5

95.55⊂,.⊂,1〔=}〔 ⊃.(,

79.584.64∠L4

57,985.75.9

66.7

-

一

`=レ.(=,

詐 2フ8 75.9 14.4 9.7 66.9 88.1 76.975.2耳5.C) 5◎.Q

注)★ 表12-2に 同 じ

以上 で,5階 建 以 上 が1割 未 満 なの に対 し,規 制 の ない 区域Dで は5階 建 以 上 が15 .7%と 多 い点 に差

が見 られ る。

建 物 の 高 さを み る と,A～CとDと の差 は 更 に 明 らか とな る 。 第二 種 住 居 専 用 地 域 と住 居 地 域 で は,

日影 規 制 を 受 け る の は高 さが10mを 超 え る建 物 に限 られ,10m以 内 に は適 用 され な い 。 そ こで 建物 の

高 さを10mま で に止 め るか ど うか が 問 題 とな る 。表12-3の 右 側 は い くつ か の 角度 か ら10m以 下 の建

物 の 率 を み た も の だが,全 体 的 に み る と,日 影 規 制 の行 われ て い るA～Cの 区域 で は ほ ぼ3/4の 建

物 が10m以 下 で あ るの に,Dで は半 数 と少 な く,明 らか な格 差 が あ る 。 ま た,A～Cの 区域 に は20m

を 超 え る高 さ の建 物 はな か った 。

階数 別 にみ る と,A～Cで は3階 建 建 物 の9割 以上 が 高 さ10m以 下 なの に対 し,Dで は7割 に止 ま

る 。4階 建 以上 で は,区 域Cの1件 を 除 い て す べ て が10mを 超 え て い た 。 次 に 所 有 関 係 別 に み る と,

持 家 と借 家 で はA～CとDの 格 差 が 明 らか で あ るの に,分 譲 で は か え ってDの 方 が10m以 下 の割 合 が

局 い。 この 原 因 は,区 域Aで は分 譲 は す べ て 共 同住 宅 で,Bも そ の傾 向 が 強 い の に 対 し,Cで は1/4,

Dで は 半数 強 が100㎡ 前 後 の 敷 地 に 建 つ一 戸 建 の分 譲 住 宅 で あ る点 に あ り
,分 譲 価格 を あ げ ない た

め に鉄 骨 造 と して高 さを 抑 え て い るも の と思 われ る 。

な お,敷 地 北 側 に 道 路 が あ る と 日影 規 制 上 有 利 と な る の で,A～Cの 区域 で は北 側 に道 路 が あ る敷

地 に高 さが10mを 超 え る建 物 が多 い傾 向が あ る ので は な いか と考 え て分 析 した が,特 に 区域Dと の間

に 差 を 見 出 す こ とは で き なか った 。

(3)敷 地 規模 と敷 地 内空 地

表12-4は3階 建 以 上 の 建 物 の 敷 地 規 模 を 示 した もの で あ る。 さす が に40㎡ に 満 た な い もの は な い

が ・100㎡ 未 満 が 全 体 の4割 を 占め,大 阪 市 の 敷 地 細 分 化 が 進 ん で い る こ とが わ か る。 住 宅 の所 有 関
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表12-4敷 地 面 積 の 分 布

(%)

件数
75m2

未 満

75～ 100～150～200～300～

100m2150m2200m2300m2500m2

5001n2

以 上

全 体 278 2(=レ.9 1ヲ.1 16,514,412.2 落.日 11.5

持

分

貸

家

分 譲 住 宅

家

17苫

41

6〔)

29.5

9.8

EI。(=}

二2;.]

26.8

三.さ

21.414.57.冨

12。217.19。1ヨ

6.71写 。32ε 。苫

2.9

4。(ヲ

15.5

1.2

19.5

=1り.〔⊃

A～C
10m以 下

10mを 超 え る

1:39

46

2】.6

6.5

2(㌧ 」

6.5

」8,7]三,71忍.7

2,215,221.7

6.5

8.7

5.8

59.1

D
10m以 下

10mを 超 え る

46

4さ

43.5

11.6

21.ア

27.9

23.911⊃.9`二}.{=}

16.き18。6jL6

∈=,。()

7.〔=,

〔二㌧(=】

7.∩

係 別 にみ る と,敷 地 が狭 い傾 向 は持 家 で 著 し く,分 譲,貸 家 と な るに 従 って敷 地 が 広 くな る。 この原

因 は,持 家 は98%ま で が一 戸 建 で あ る の に対 し,分 譲 で は32%,貸 家 で は7%と 少 な く,逆 に分 譲 の

2割,貸 家 の6割 近 くが10戸 以上 の住 戸 を 有 す る建 物 で あ る点 に あ る。

こ こで 日影規 制 の有 無 と敷 地 面 積 の 関係 を み てみ よ う。表12-4の 下 半 部 に示 した の が,日 影 規 制

のあ るA～Cの 区域 と規 制 の な い 区城Dの,高 さが10m以 下 と10mを 超 え る建物 別 の 敷 地 面積 で あ る。

規 制 が あ る と10m以 下 の 建物 に も比較 的広 い敷 地 を もつ もの が あ り,10mを 超 え る建 物 で は敷 地 の 狭

い もの は僅 か しか な い 。 しか し,規 制 の な い 区域Dで は,10m以 下 の 建 物 は す べ て敷 地 が200㎡ 未 満

であ り,10mを 超 え る建 物 に も敷 地 の狭 い もの がか な り見 られ る。

さて,建 物 の 敷 地 内に は,建 物 自身 の 日照 と採 光 の た め,日 影 規制 に合 致 す るた め.あ るい は駐 車

の ため等 で,一 定 の 空 地 が と られ るの が 普 通 で あ る 。 そ こで この 空地 の方 位 や 奥 行 を調 べ る こ と と し

た。

まず 問題 と な るの は,空 地 が どの 方 位 に あ るか で あ る 。 これ を 分析 す る ため,奥 行 の大 きい 空地 を

「有 効 空 地」 と考 え,そ の方 位 を 調 べ た。 奥 行 の 最 も大 きな空 地 で も2mに 満 た な い もの は.空 地 が

「な し」 と したが.2m未 満 の空 地 で あ っ て も,道 路 側 以外 の方 向に あ り,建 物 配 置 図 か らみ て採 光

等 の効 果 を有 して い る と考 え られ る も の は有 効 空 地 に 数 え た 。 ま た、 建物 がL字 型 やU字 型 を して い

るた め,有 効 空 地 の方 位 を判 定 しに くい もの は 「その他 」 に 分類 した 。

表12-5は,接 道 状況 別 に有 効 空 地 の位 置 を 示 した もの で あ る 。敷 地 の 一 方 のみ が 道路 に接 して い

るもの で は,道 路 か ら見 て側 面 方 向 に有 効 空 地 を 有 す る もの は1～2割 と少 な く,大 半 は 道路 側 か そ

の反 対 方 向(表 で は 「接 道方 向 」 と表 現 した)に 有 効 空 地 を 有 して い る。 この 傾 向が 最 も強 い のが 敷

地 北側 に 道 路 の あ る タ イプ で,し か も北側 の み に有 効 空 地 を もつ のは1割 と少 な く,計7割 強 が 南側 に

空地 を 有 し,南 へ の 選 好 が 強 い 。 接 道 方 向 に空 地 を有 す る傾 向が 次 に 強 い のは 南側 に道 路 の あ る タイ

プで,道 路 側 の み に 有 効 空 地 を もつ の が2割 強 と北 側 道路 よ り多 くな って いた 。 東 側 か 西側 に道 路 の 、

ある タイ プで も,6～7割 は接 道 方 向 に有 効 空 地 を も って お り,西 よ り も東側 の空 地 が 好 まれ る傾 向

が あ り,ま た 建 物 形 態 の 複 雑 な 「その 他 」 が か な り見 られ た 。

次 に,角 地 に あ る敷 地 で は,空 地 を と らな くと も採 光 に 困 らず,し か も建ぺ い率 制 限 が緩 和 され る

ため か,1/3程 度 が 空 地 「な し」 で あ った 。 有 効 空 地 を有 して い る もの で は,道 路 の あ る方 向 に置

いて道 路 上 の空 間 と一 体 と して利 用 す る もの が 多 く,道 路 方 向 以外 で は・ 北 や 西 よ りも蒲 練 の方
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表12-5接 道状 況 と空 地 の 位 置
(%)

接道

状況

件

数

有 効 空 地 の 方 位 道路との関係

東 南 西 北 東と西 南と北 その他 な し 接道 側 面
方向 方向

東

南

西

北

45

73

26

4巳

21⊃.Q

上1.〔=}

38.5

1i).4

11.⊥

23.き

3.8

45.臼

1ア.8

4.1

15.4

し⊃.〔:レ

あ.722.2

5◎.11).1=レ

玉.815.4

10.40.◎

〔).`)

21.9

フ.7

27.1

22.2

6.8

15.4

6.5

〔).`)

2.フ

`).〔=D

⊂).【=,

60。 ⊂,15.6

75.=;15.1

69,215.4

83.三1◎.4

南東角

南西角

北西角

北東角

袋 路

その他

19

17

16

1:l

jl

12

5.亭

17.6

2さ,〔)

9.1

〔).(:}

ξ一】訊'

36.5

5.9

上8.8

27.5

18.2

16.7

ll㌧(,

2三:.5

18.B

9.1

.玉6.4

8.苫

1〔=,.50。 〔=,

11.80。{二D

◎。◎6.5

9.19.1

`ヲ418 .2

8.::=i6。7

〔).(}

o.け

`=,。 〔=,

(,.`:)

9.i

25。r)

5.=;

11.8

〔).(=,

18.2

9.1

16.7

42.1

29.4

:∫1.=5

18.2

〔).(】

8.3

向に と られ る例 が 多 く見 られ た 。

以 上 の よ うに,有 効 空地 の方 位 は基 本 的 に は 道路 の あ る方 向で 規 定 され て い るが,細 か く検 討 す る

と方 位へ の選 好 が あ り,ま ず 南 側 が.次 い で東 側 が 好 まれ て い る。 この よ う な方 位 へ の 選 好 は,こ れ

らの建 物 が 良 好 な 日照 を求 めて い る もの だ と考 え られ よ う。

と ころで,日 影 規制 は,建 物 南 側 に5mの 空 地 が あ る と考 え て 規 制 値 を 定 め て い る。 そ こで南 側空

地 の奥 行 を 調 べ て み た。 建 物 と敷 地 が平 行 で なか った り,建 物 に 凹 凸 が あ る もの で は,空 地 奥 行 の平

均 値 を と った が,建 物 形 態 が あ ま りに も複 雑 で,平 均 奥 行 の 計算 で き な い もの も3件 あ った 。接 道状

況別 に南 側空 地 の 奥 行 を 示 した の が表12-6だ が.こ の奥 行 の最 も長 い北 側 道 路 タ イ プ に お いて も南

側 空 地 は3m前 後 の も

表12-6南 側空 地 の 奥 行 の が 多 く,東 や 西 に空

地 を もつ もの や 角 にあ

る敷 地 で は 大半 が1m

末 満 で あ った 。 そ して,

日影 規制 の想 定 した5

m以 上 の 南側 空 地 を有

す る の は,僅 か8%程

度 に過 ぎ なか った 。

最 後 に,南 北 の 空地

の 奥 行 を 比 較 しよ う。

自 らの 日照 を 良 くす る

た め に は 南 側 に広 い

空 地 を と るの が 良 く,

他 方,周 辺 へ 日影 を 及 ぼ さな い ため に は 北 側 の 空 地 が 効 果 が あ り,日 影 規 制 は この 北 側 空 地 を 大 き く

す る作 用 が あ る と思 われ るか らで あ る。 表12-7は,南 側 と北 側 の 空 地 の 奥 行 を 表12-6の8ラ ンク

に分 けた うえ で,ど ち らの 空 地 の 方 が 長 い か を 比 較 し
,同 時 に北 側 空 地 の奥 行 分布 を示 した も ので

あ る。 日影 規制 の あ る区 域A～Cで は.規 制 を受 け な い10m以 下 に比 べ,高 い建 物 で は北 側 空 地 が 長

(%)
接道 件 0.5m 0.5～ 1～ 2～ 3～ 4～ 5～ 10m
状況 数 未満 1m 2m 3m 4m 5m 10m 以上

東 45 57.8 24.4 1'3.さ 4.4 8.9 2.2 6.7 2.2

南 フ3 9.6 19.2 2L9 26.0 16.4 生1 2.7 `).()

西 25 4`).`=[ 52。`) 12.`) 4.(, 4.1:, 8。(:レ `:,.(, `).(,

北 47 13.1 ∈き.5 14.9 17.O 23.4 14.9 19.1 `).()

南東角 19 ⊥5.8 21.1 51.ゐ 10.5 11⊃ 。5 〔⊃ 。 〔=} 1〔⊃.5 く}.〔=,

南西角 17 29.4 :コ;5.耳 2苫.5 〔:).◎ 5.9 5.9 〔⊃.O 0.O

北西角 ⊥6 12.5 43.8 二25.o ◎.1⊃ 12.5 6.3 (,.〔=[ `=}.◎

北東角 11 27.苫 :L8.2 18.2 18.2 18.2 `⊃.0 ⊂).o ().ξ:⊃

袋 路 1〔⊃ Q.〔=} ;⊂レ.◎ 2◎.◎ 1◎.`=, 21⊃.(=, 1(,,◎ 1`).`) `).`)

その他 12 3;.三 0.◎ 16.7 8.; τ).() (,.`=幽 25.c) 16.7

注) 平均奥行の不明な3件 を除く ・
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表12-7 南北空地の比較と北側空地
(%)

区域 建物高さ
件

数

南北空地 の比較 北 側 空 地 の 奥 行

南が
長い

同 じ

ラ ンク

北が
長い

1m

未 満

1～

2m

2～

3m

3～

4m

4～

5m

5m

以上

A～C

10m以 下

10～15m

10mを 超 え る

↓葛6

35

1⊥

41.6

3L4

45.5

27.7

=玉1.4

9.1

=;Q.7

尊7.1

4伍 。5

47.8

22.9

18.2

22.5

2臼.6

19.2

1`⊃.1

8.6

9.1

8.(,

2(}.り

〔).〔)

5.8

5.7

18.2

5.8

14.3

苫6.4

D

10m以 下

10～15m

10mを 超 え る

46

27

16

=5=三.6

5翫6

31.3

47.8

25.9

4苫.8

ユ(ヲ.6

18.5

二〕〔」。`=,

54.忍

6三 。c,

62.5

:三4.6

14.8

12.5

臼.7

1L1

6.5

2.2

三.7

6.3

O.◎

〔⊃。〔)

◎.◎

Q.1=}

7.4

12.5

注)平 均 奥行 の 不明 な3件 を除 く.

くな って い く様 子 が わ か るが,規 制 の な い 区 域Dで は そ の よ うな傾 向 は な く,15mを こえ る建 物 で も

6割 が1m未 満 の北 側 空地 しか 有 して い な い 。 この よ うに,日 影 規 制 は建 物 北 側 の 空地 を広 くと らせ

る効 果 を 有 して い る 。

な お,北 側 道路 の有 無 に よ っ て も北 側 空 地 幅 に 差 が あ る の で は ない か と接 道 状 況 別 に検 討 した が,

明瞭 な差 は 見 出せ なか った 。

(4)建 築物 の密 度

3階 建 以 上 の建 物 に つ い て,建 ぺ い 率 と容 積 率 を 検 討 しよ う 。表12-8は 建 ぺ い率 の分 布 を 示 した

もので,全 体 的 に8割 強 が50%以 上 と高 い が,第 二 種 住居 専 用 地 域 で あ る区域A,Bで は40%未 満 の

もの も1～2割 あ る 。

接 道条 件 別 に見 る と・ 表12-8建 ぺ い率 の分 布

(%)さすが に袋 路 で は建 ぺ

い率 が 低 い が,一 般 の

非角 地 で は60%の,角

地 で は70%の 許 容 限 度

い っぱい の値 が追 求 さ

れ て い るのが わか る。

なお,建 ぺ い率 が 低 い

の は持 家 に多 いの で は

な いか と検 討 したが,

その よ うな傾 向 は見 ら

れな か った。

容積 率 は区 域A.Cで は2。 。%が.B,Dで は3。 ・%が 縮 値 で あ るが2!延 べ 酵 ・・自動 車

車庫 等 を 含 む 場 合 に は,そ の 部 分 だ け容 積 率 の 割 増 しが認 め られ てい る・ 表12-9に ・ 建 物 の 高 さが

10m以 下 と10mを 超 え る もの に 分 け て 容 積 率 の 分 布 を示 した 。 まず10m以 下 の建 物 で は・ ど の区 域 に

おい て も150%前 後 の 建 物 が 多 い 。10m以 下 の 建物 は1件 を除 いて3階 建 な ので,容 積 率 は建 ぺ い

率 の3倍 まで に押 さえ られ る。 そ して,10mを 超 え る建 物 は,区 域AとCで は半 数 以 上 が180%以

件数
40%

未 満

40～

45%

45

50%

～50～

55%

55～

60%

60
65%

～65%

以 上

全 体 278 9.4 4.; 5.白 9.`) 54.7 4。(, 15.1

A 82 18.3 7.3 6.1 12.2 43.9 さ.7 B.5

区 B 鰭∋ L4.3 `=レ.〔=レ ,)
.り 7.() 5cレ.Q 1(,.7 17.9

域 C 75 蕪,:三 4.ゼ) 2.7 10.7 62.7 4.{⊃ 工〔⊃.7

D 89 2.:記 3.4 2.二 4.5 6`).7 2.2 24.7

一方 のみ 192 7.苫 :3.1 4.2 1{).4 75.1) (レ。1) 【).(}

接
道

角 地 6写 4.8 6.3 【).(, ◎.〔=[ 12.7 14.萎 61.9

状 袋 路 11 45.5 ヲ.1 9.1 2=7。3 9.1 o.o (㌧`)

況
その他 12 3ユ.:3 8.3 8.澱; 16.7 16.7 `⊃.o 16.7
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表12-9建 物 高 さ ・区 域 の 容 積率
(%)

件数
100%

未満

100～

120%

120～

140%

140～

160%

160～

180%

180～

200%

200～

250勿

250～

300%

300%

以 上

全 体 278 4.() 5.∠1 さ.8 22.3 29.i 18.三 1(,.4 1.8 2.9

'A
6り 8.3 11.7 」1).り 15.く, ⊃8.== 15.⊃ 吝.; `).1⊃ く)。o

10mB
圃

25 εLr=レ 8.(, ⊂レ.(} 答6.〔) 44.r=, (レ.`=, 4.`) (,.`=, (㌧c}

以 下C 巳4 5.6 コ.7 7/1
『

27.8 t4.8 7.4 (}.◎ `,.`)

P 46 〔).り ニコ。2 8.7 28。 万 箒9.」 19.6 2。 ニ レ (,.`=, (,.1=,

'A
22 り.こ) `).◎ 9.1 22.7 9.】 =;6.4 22.7 り.{) 〔⊃.り

10mをB
司

コ 〔=}.(レ (レ.◎ (,.1) 3響.コ 〔).り 5丁.3 ().`=} `).(二} 菖;.3

超えるC 2】 4.8 r㌧(レ Q.`レ 」4.こ{ 1つ.8 47.6 9.5 o。() (」.く}

.D 4羅 ◎.o 4.7 {).`) 7.Q 」6.響 ↓6.苫 2フ.9 1L6 16.き

上 と,容 積 率 の許 容 限 度 い っぱ い が 目標 に され てい るの が わ か る。

な お,容 積 率 に関 連 して 忘 れ て な らな い の は,地 下 階 の 存 在 で あ る。 地 下 を 有 す る もの は 計7件 あ

った が,す べ てが 日影 規 制 を 受 け るA～Cの 区域 に あ り,う ち6件 は3階 建 で,更 に その う ち5件 は

高 さが10m以 下 で,そ の3件 は 高 さが9.9mで あ った 。 また,容 積 率 は1件 を 除 き150%以 上 で,

許 容 容 積率 が200%の 区 域A,Cに あ る6件 中4件 が198%以 上(但 し,う ち2件 は高 さが10m

を 超 え る)で あ っ た。 これ らの点 か ら,地 下 の 存 在 が,日 影 規 制 を受 けず に高 い 容 積 を得 るた めや,

日影 規 制 を ク リアす る手 段 に 用 い られ て い る可 能 性 が あ る と考 え られ る。

これ らの点 か ら考 え,日 影 規制 は建 物 北 側 の 空 地 を 広 げ る効 果 は もつ もの の,容 積 率 を抑 え る効 果

は もた ず,前 章 で の 建 物 モ デ ル に 関す る検 討 結 果 と比 較 す る と,容 積 率 を あ げ るた め に 各 種 の工 夫 が

行 わ れ て い る もの と思 わ れ る。建 築計 画概 要 書 に よ る調 査 で は 建 物 断 面 形 もわ か らず,こ の 点 に は ア

プ ロ ーチ で き な い ため,形 態 の工 夫 な どの 検 討 は次 節 に 譲 り たい 。

(5)2階 建 以 下 の 建 物

2階 建以 下 の建 物 の 調 査 は,日 影 規 制 の 効 果 を 知 るた め の もの で は な く,3階 以 上 の 建 物 が居 住 用

建 築物 の な かで 占め る位 置 を 知 る た め に行 った もの で あ る。 従 って,敷 地 面 積,建 ぺ い 率,容 積 率 の

簡 単 な 検討 に止 め る。 な お,2階 建 以 下 は半 年 分 しか 調 査 しなか った わ けだ が,年 間 件数 は この2倍

だ と考 え て3階 建 以上

表12-102階 以下 の建 物 の敷 地 面 積 の シ ェ アを 求 め る と,

区域Aで25%,Bで29

%,Cで15%,Dで39

%と な る。

表12-10は 敷 地 面積

の分 布 だ が,表12-4

に比 べ てか な り狭 くな

っ て い るの が わ か る。

さす が に20㎡ 台 はな か

(%)

件数
50m250～75～100～150～200～300m2

未 満75m2100m2150m2200m2300m2以 上

3層 の
割合

全 体 447 17.7⊃;2.217.712。8?。26.モ う4.6 24.4

A

B

C

D

⊥二22

:55

2診 り

7ヂ}

7.4二 三1.31{ヨ.`)2〔=,。51{3.97.46.6

二」リ.り4〔=」 。('2∈3.`⊃2.9`).F.レ5.72。9

18-6二6。 ∠115.5Pj2餉 こき6脚87。=52卿7

こ「L4;三4.:3」7曜 コE,響74同=1=≧.94.苫

1{L4

25.フ

21ヨ.6

24.署

3層 の割 合 =;8。1"41。 蒐)1し}.18.87.苫 ゐ 。911.1
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表12-11 2階 以下の建物の建ぺい率

(%)

件数
40%

未満

40～45～

45%50%

50～

55%

55～60～65%

60%65%以 上

全 体 447 」メニ,.5 凱46.7 16.1 49.94.56.9

A

B

C

D

⊥22

苫5

22(=,

7(,

22.1

5.7

フ.3

2.9

6.67.4

Q.Q2.9

6.46.8

2.97.1

13.9

8.6

2〔).〔=}

11.4

37。74.18.2

71。48.62.9

48.64.56.4

64.き2.98.6

2層

3層

¶7暫".Jb,

1Q9

12.5

コ.7

6.66.6

1.87.5

1き.4

24.8

49.⊂,4.27.8

52.35。54.6

表12-122階 以 下 の建 物 の容 積 率
(%)

件数
60%60～80～100～120～140～160～180%

未 満80%箱0%120%140%160%180%以 上

全 体 447 5.81◎.5i4.84苫.(,15。(}3.88.3{=⊃.9

A

B

C

D

122

:35

220

7`=,

9.()2`=).517.232.810.73.34.91.6

5.70.Q2。954.32乞.78.62。9`:⊃.(⊃

4.58.617.さ ∠}3.212。72.71(,.5◎ 。5

4.写4冨58.654.忍11。45"711=,一(,1"4

2層

3層

苫苫5

1{)9

6.913.11B.251.Q9.61.20.1⊃ 〔).c[

()"1=)2.94.61【 ヲ。さ2答.912.B3苫.(,暮 暫7

ったが,最 小 は31.54㎡ で あ った 。 た だ,40㎡ 台 の 敷 地 で も3階 建 が あ った こ とを 考 え る と,こ れ

ら2階 建 以 下 の敷 地 に も3階 が 建 つ こ とは十 分 可能 で あ る。

ところ で,こ れ らの狭 小 敷 地 で は,半 地 階 の車 庫 を もつ とい う形 で,実 質 的 な3階 化 が進 み つ つ あ

る。 これ を 表12-10に 「3層 」 と して 示 した が,75㎡ 未 満 の 敷 地 で は実 に4割 が 「3層 」 で あ る こ

とがわ か る。 な お,平 家 は3件 に過 ぎな か った 。

表12-11は 建 ぺ い率 の分 布 だが,敷 地 に 余裕 の あ る 区域Aを 除 き,大 半 が55%以 上 で あ る。 そ して,

3層 で は 許容 限 度 い っ ぱ いの もの が 多 い の が わ か る 。

表12-12は 容積 率 の分 布 で あ る 。100%付 近 を 中心 に分 布 して い るが,こ れ は2階 建 では 建ぺ い

率 の2倍 の 容積 率 しか望 め な い こ と によ る。参 考 ま で に延 べ 面 積 を建 築 面 積 で 除 した と ころ,2層 建

物の7割 が1.9以 上 で,1,8以 上 な ら9割 と,総2階 化 が 図 られ て い た。 また・3層 は2層 に比 べ て

20～30%前 後 容 積 率 が高 か った。

この よ うに,調 査 地 区 に お い て は,新 築 の居 住 用 建 築 物 で も2階 建 以下 の 方 が多 い 。 そ して,こ れ

ら2階 建 以下 に お い て も建 て づ ま りが 進 行 しつ つ あ り,特 に敷 地 が狭 小 な もの で は実 質 的 な3階 建 化

が図 られ つ つ あ る,と 言 え よ う 。
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12-2日 影規制を受ける居住 用建築物の形態 と密度

前 節 で の大 阪 市 に お け る建 築 計 画概 要 書 の 調 査 に よ り.日 影 規 制 が 建 築 物 の形 態 に 影 響 を 与 え て い

る こ とが 明 らか とな った 。 しか し,建 築 計 画 概 要 書 に よ って わ か る建 築 物 の 形 態 は 配 置 図 に 表 われ た

点 に 止 ま り,配 置 と建 物 内部 との 関 係 は も ちろ ん,建 物 断 面形 もわ か らな い た め,十 分 な 分析 がで き

なか った 。

と ころ で,大 阪市 と緯 度 を 同 じ くす る神戸 市 に お い て は,「 神戸 市民 の環 境 を ま もる条 例 」3)に ょ

り,日 影 規 制 の 適 用 を受 け る建 築 物(条 例 で は 「指 定 建 築 物 」 と呼 ばれ て い る)に つ い て は,建 築確

認 申請 等 と は別 に 市 長 に届 出を 行 い,日 影 の チ 山 ッ ク等 を受 け る こと とな って い る 。今 回,こ の 指定

建 築物 に関 す る資料 の閲 覧 を 許 され た の で,そ れ を分 析 して 日影 規 制 が 建 築 形 態 に及 ぼ してい る影 響

を 明 らか に した い 。

(1)調 査 の概 要

神 戸 市 の 市街 地 は,六 甲山 系 の南 側 に 東西 に長 く展 開 し,現 在 は 北 側 へ も伸 びつ つ あ る。 調査 した

の は六 甲山 系 の 北 に あ た る北 区 を 除 い た7区 に お い て昭 和55年 度 に 届 出の あ った 指 定 建 築 物 の うち,

第 一 種 住居 専用 地 域 外 に あ る新 築 の居 住 用建 築 物 で あ る。 第 一 種 住 居 専 用 地 域 を 除 外 した の は,第11

章 と同 じ く,10mの 高 さ制 限 が あ る の で3階 建 しか 問 題 と な らな い こ と と,神 戸 市 で は 日照 を考 え た

傾 き0.6/1の 北 側 斜 線 を もつ 高度 地 区 の規 制 が か な り効 果 を 及 ぼ して い る こ とに よ る。 また,新 築

に限 った の は,増 築 で は 既 存 不 適格 部 分 が あ る等 の 理 由 で 日影 規制 の効 果 を 把握 しに くか った ため で

あ る。

神 戸 市 の 昭和55年 度 の 建 築 確 認 申請 の 件 数 は8,790件 で あ り,指 定 建 築 物 の 届 出件 数 は そ の5%

強 の454件 で あ っ た。 表12～13は これ を 区 別 に 示 した もの だ が,大 阪 市 に 近 い 東部 ほ ど指 定 建 築 の

表12-13建 築 確認 申請 と調 査 の 件 数

全 市 東灘区 灘 区 中央区 兵庫区 長田区 須磨区 垂zk区 北 区

建築確認申請(働

指 定 建 築 物(件)

指定建築物の率(%)

調 査 件 数(件)

879`)

454

5.2

122

742

99

1;.3

54

498

72

14.5

28

509

51

1(}90

19

暮92

4り

11)印2

1〔=}

486

23

4.7

5

88苫

44

5.0

1〔=}

3294

86

2.6

16

1986

コ9

2,(⊃

一

比 率 が 高 い傾 向 が あ る。

本 調 査 の対 象 と した の は 指定 建 築 物 の1/4に あた る122件 だが,若 干 の 設 計 変 更 の た め に届 出

を2回 行 っ て い る例 が あ った た め,実 際 に 分析 したの は4件 少 ない118件 で あ る。 調 査 か ら除 外 し

た 理 由 と して最 も多 か った の は 第 一種 住 居 専 用 地 域 で あ る た め の もので ,市 の西 部 に 多 く,ま た学 校

な ど の非 居 住 用 建築 物 で あ る た め に省 い たの もか な りあ っ た。 市 の 中心 部 で は,商 業 地 域 に建 つ10階

前後 の建 物 で,20～30m離 れ た と こ ろ に住 居 地 域 があ る ため に指 定 建 築 物 と な っ てい る例 もあ った 。

この ケ ー スで は,住 居 地 域 に お け る 日影 は1時 間 前 後 と短 く,日 影 規 制 が 建 築 物 の 形 態 に 影 響 を 及 ぽ

して い る点 は 認 め られ なか っ たの で,こ れ も調 査 の 対 象 か ら除 外 した 。

表12-14は,今 回 の調 査対 象 に関 す る 日影 規制 の 状 況 を,高 度 地 区制 限 と共 に 示 した もの で あ る。
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表12-14神 戸 市 の 日影 規 制 神 戸 市 に お い ては,二 種 住 専 に 許容

容 積率 が100%と150%の 区域

が 僅 か に あ り,そ こで は敷 地境 界 線

か らの距 離 が5～10mの 範 囲 の規 制

値(以 下 「5m値 」 と略 す)が3時

間.10mを 超 え る範 囲 の 規制 値(以

下 「10m値 」 と略 す)が2時 間 とい

う種 別(一)の 規 制 も行 われ て い る

が,今 回 分析 した118件 に は この 区域 の も の は なか った 。 また,二 種 住 専 で 許容 容積 率 が300%

の区 域の もの が1件 だ け あ り,日 影 規制 と高 度 地 区は 容 積 率 が200%の 区域 と同 じで あ った が,表

の下欄 の 「そ の他 」 に 分 類 した 。 「そ の他 」 と は,二 種 住 専 で300%区 域 の1件 以外 は,す べ て規

制の異 な る2つ の 区 域 に影 を 及 ぼす もの で,影 の 一 部 が 日影 規 制 の 行 わ れ て い ない 区域 に落 ちる もの

もあ った。 な お,許 容 容積 率 が200%の 近 隣 商 業 地 域 で も 日影 規 制 が行 われ てい るが,118件 中

には この 区 域 の もの は 含 まれ て い なか っ た。

以 下で は,こ れ ら5種 類 の 区域 を,表 の 右 端 のA1.A2,B1.B2,Cの 記 号で 呼 び,A1と

A2を あわ せ て呼 ぶ時 に はAと,B1とB2と を あ わ せ る時 はBと す るこ と とす る。 区域Aと は4時

間 と2時 間半 の 日影 が 規 制 され る 区域 で あ り,Bで は5時 間 と3時 間 の 日影 が 規制 され てい る。

用途地域 許容容積率 許容建ぺい率 規制 日影時間 高度地区★件数 記 号

二種住聯

住 居

住 居

準 工 業

そ の 他

。200%

200傷

300%

200%

『

60%

60%

60%

60%

一

4時 間,2.5時 間

4時 間,2,5時 間

5時 間,3時 聞

5時 間,3時 聞

一

5+L25/1

10+1.25/1

10+125/1

な し

　

38

42

15

7

16

耕 ・

llレ・
C

注)★ 敷地北 端 か ら北方 向 に8m以 上 入 る と、傾 きが0.6/1と 厳 し くな る.

(2)建 物 と敷 地 の状 況

表12一 ユ5建 物 の 用 途
(%)

区 域 件数
公的 居住 店舗と

その他住宅 専用 住宅

うち 自動車車庵 等を含 む もの

属住 店舗と その他
専用 住宅

Al

A2

Bl

B2

C

、8

`殴

11,

7

16

=11.1ヒll'.6τ 」1.11・.2

71.:1'疏11`:P.〔::}{L8

・,.リ 聯.=146h7.'1.㌧ り

り 。リ アL∠1詔 論 ㌧1.「=,

〔:♪,rリ:11.:1巳:,`:,.:1;12.6

16.57.9:ユ.6

4篇9く?,5:2凶

2り.・)6.7D.〔 」

2a.6`),〔)Q.1)

工二、≧.5]2.56.忽

計 1113 9.㍉ ヒ54謬 ∵1ヨ.8!.6 24.68.52.5

表12-15は 区 域 別 に 建 物 の 用途 を み た もの で あ る 。居 住 専 用 の建 物 が6割 強で,他 用途 を兼 ね るの

は4割 弱 で あ った 。 区 域 別 に み る と,B1とCに 他 用 途 を 兼ね る のが 多 い が,B1は 大半 が幹 線 道路

沿 い に指 定 され て お り,Cも 商 業 系 の 区域 と住 居 系 の区 域 の 境界 に建 つ もの や,幹 線 道 路 沿 い の許 容

容 積 率が300%の 区 域 と200%の 区域 と の間 の もの で あ るた めで あ る。 な お,全 体 の 約1/3は

延 べ 面積 の 中 に 自動 車車 庫 等 を有 して い た 。 ま た,垂 水 区 に 開発 中の 団 地 を 中 心 に,公 的 住 宅(そ の

大半 は市 営 住 宅 で あ る)も み られ た 。

表12-16は,用 途 別 に住 宅 戸 数 を 示 した もの で あ る。 一戸 建 は少 な く,6割 が10戸 以 上 と規模 が 大

きい 。 特 に 規模 が 大 きい の は公 的 住 宅 で あ る。

な お,分 析 を 進 め て い くな かで,公 的 住 宅 は それ 以 外 の もの に比 較 して 多 くの点 で異 な って い るの
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表12-16住 宅 戸 数 が 見 出せ た。 これ は,公 的 住 宅 で は

(%本 論 文 の2-2で 述 べ た 基 準 に ょ
っ

て 住 戸 へ 一 定 の 日照 が 義 務 づ け られ

て い るか らで あ る。 そ こで,以 下 で

は 原則 と して 公 的 住 宅 は他 か ら区別

して 分 析 す る こ と とす る41

建 物 の高 さは,日 影 規 制 の対 象 と

な っ て い る の で,当 然 な が らす べ て

10mを 超 え て い る 。 う ち1件 は5m

を 超 え る塔 屋 が あ る た め に10mを 超 え た もの だ が,他 はす べ て塔 屋 を 含 ま な くて も10mを 超 え て いた 。

表12-17は,塔 屋 を 含 ま な い高 さ(以 下.高 さは すべ て塔 屋 を 含 ま な い もの とす る)と,建 物 の階 数

を 示 した も ので あ る。高 さは7割 まで が151n以 下 で.特 にAの 区域 は8～9割 が そ うで あ る。 次 に階

数 をみ る と.8割 までが5階 以 下 と中層 が 多 く.Aで は9割 が そ うで あ る。

次 に敷 地 の 規 模を み よ う。 小 は35㎡ か ら大 は5万 ㎡ まで と大 き な格 差 が あ っ たが,表12-18で 分 布

を 見 る と,200㎡ 未 満 と1000㎡ 以上 の も のが 各1/4強 あ り,残 りが200㎡ か ら1
,000㎡

件数 1戸2～9戸10～49戸50戸 以上

公的住箔

居住専用

店舗 と住宅

そ の 他

11

64

34

9

◎.oO,027,372.7

6.328.156.苫(ヲ.4

17.6:三;2.444.15.9

駆.苫55.611.1◎.`:[

計 118 11.⊂,28.846.6》13。6

表12-17建 物 の高 さ と階 数

(%)

件

数

高 さ 階 数

15m

以 下

15～

20m

20～

30m

301nを

超 え る
3階 4階 5階 6階

7～
9階

10階
肚

公 的 住密

Al

A2

Bl

B2

C

11

さ0

3ワ

15

7

16

27.3

8〔).(⊃

89.7

46.7

14.5

き7.5

6苫.6

1◎.()

ア.7

46.7

71.4

31.3

一 幽

Q.り

6.7

2.6

6.7

冒 一

〔幽}置り

18.8

9.1

77」
."

一 醒

り.り

0.0

14.苫

12.5

18.2

3.5

12.8

0.O

o.o

l).ξ⊃

9.1

=ワ ー
、JJ.昏

59.◎

4◎.0

14.3

25.o

63.6

3⊂,.Q

17.9

苫3.苫

57.1

25.(b

◎.〔1

7一
」一.き

7.7

15.き

14.苫

18.8

o.0

7一
"..き

2.6

15.蕃

◎.く}

18.8

9.1

6.7

〔=,`O

o.0

14.3

12.5

計 118 70.さ 19.5 6.8 等.4 6.8 43.2 苫o.5 8.5 5.9 5.1

表12-18敷 地 面 積 の分 布

(%)

件数
200m2

未 満

200～

400m2

400～

600m2

600～800～1000～

800m21000m21500m22000m85000m2

1500～ 2000～ 50001n2

肚

公的住完 11 (㌧([ (}.(1 〔=,匿o ⊂}暉c}{:㌧ ◎ ◎.`) 〔).o 56.4 63.6

A1 30 6.フ 26.7 23.5 3.苫6.7ユ3.3 10.o 3.3 6.7

A2 59 4呂.6 17.9 10.三 1E}。45.12.6 {)凹 ◎ 5.1 (,.O

B1 15 53.3 20.o 15.3 13.30.0().Q ([.◎ 0.(, `).o

B2 7 (,脚Q 14.3
圏.

〔.}.り 28。60.(⊃14.3 28.6 `).(⊃ 14.さ

C 1.6 2讐5.0 25.Q 6.苫 6.36.:玉6.苫 o.〔 》 18.8 6.3

計 118 26.5 19.5 11.9 」o,24.25.9 4.2 8.5 9.3
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未満 の もの で あ る・ 区 域 別 では・A2とB1の 住 居 地 域 に狭 い敷 地 が 多 い の が わか る。 な お,表12-

4の 大阪 市 の3階 建 以上 と比 べ る と・ 神戸 市 の 方 が か な り広 くな っ てい るが,こ の 主 な原 因 は 日影 規

制を受 け る建 物 に 限 っ てい るか らで,大 阪 市 も表12-4で 日影 規 制 を受 け る区域A～Cの 高 さが10m

を超 え る建 物 をみ る と,敷 地 が か な り広 い こ とが わ か る。

さて,日 影 規 制 は一 定 の 日影 を 敷 地 境 界 線 か ら5m,ま た は10mの 範 囲外 に は出 させ な い とい うも

の だが,敷 地 の周 囲 に道 路 や 線 路 敷 河 川 等(以 下 「道 路 等 」 と略 す)が あ る と,敷 地 が実 際 よ りも

広 くあ る と して規 制 が 適 用 され る。 従 って,敷 地 の 北側 な ど に道 路 等 が あ る と建 築 物 の計 画が 容易 に

なる。 そ こで,敷 地 の どの 方 位 に道 路 が あ るか を 示 した のが 表12-19で,接 道 部 分 で敷 地 が 狭 くな り

表12-19接,道 状 況
(%)

接

道

状

況

件

数

一 方 の み 角 地 そ の 他

北 南 東 ・西 北東 南東
北西 南西

北あ り 北なし

公的住宅

そ の 他

11

1{⊃7

◎.』00.◎9.1

23。415.91`=,.苫

1⊃。⊂)0.`)

1コ 。19.3

90.90.0

17.81⊂}.3

北 、 北 よ り 方 向 の

道 路 の 有 無

件

数

北と 北 北よ り なし

北よ り

公的住宅

そ の 他

11

⊥(,7

6苫.627暫30回09.1

11)。54;.919.626.2

袋 路状 に な って い る も の は,日 影 規 制 上 の 効 果 が な い た め省 いて あ る 。 こ の表 か ら,敷 地 の 北側 に道

路 の あ る もの が半 数 を 超 え てい る こ とが わ か る。 な お,公 的 住 宅 は敷 地 が 広 い た め,3方 以上 で道 路

に接 す る もの が多 か っ た 。

神 戸 市 の道 路 網 は正 しい東 西 南 北 か ら20● 前 後 偏 って い る もの が 多 い 。 そ こで,東,西 の 道路 等 は

北 に偏 って い るか 南 に偏 っ てい るか が 問 題 とな る。 敷地 の東 西 の 道 路等 の う ち,北 に偏 って い る もの

を 「北 よ り」,他 方 を 「南 よ り」 と呼 ぶ こ とに す る と,北 と北 よ りの 道路 等 の 有無 が 日影 規 制上 重 要

で あ る こ とが わか る 。 この 点 か ら道 路 等 を パ タ ー ン化 して分 類 した の が表12-19の 下 部 で あ る。

道 路等 のパ ター ンは,以 下 の 分 析 に と って 非 常 に 重 要 で あ る。 そ こで,以 下 で は北 と北 よ りに道 路

等が あ るの を道 路 パ タ ー ン1,北 に あ るの を 皿,北 よ りに あ るの を 皿,北 に も北 よ りに もな い のをIV

と呼 ぶ 。 図12-2は 各パ タ ー ンを 模 式 的 に 示 した もの で あ る 。

パ タ ーン1 パ タ ーン 皿 パタ ーン 皿 パ タ ーンy

レ忌
' ,一

▲ 瓠騨

蕊
▲驚騨

…

▲開

N

職 製
図12-2道 路 パ タ ー ン
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表12-20道 路パ ター ンと敷 地 面 積

(%)

道 路
バ ター ン 件数

200m2

未 満

200～

400m2

400～

600'

600～800～1000～1500～2000～5000m2

800m21000m21500m22000m25000皿2以 上

工

且

皿

w

1」

47

21

28

45.5

3も.2

5再.5

7.1

18.2

25.5

1早 隠〔)

⊥フ.9

1臼..2

4。 二3

14.コ1

25.r)

`)。(}9印 」.O.(〕 ◎。`=}9ロ1(:}.0

12.88.52.14。36.4〔=㌧(二 腫

4.8`=).(,ユ4書:三;O。`=)4腎89.5

17。9〔=,.(=,1().71('。7写.67.1

表12-20は,公 的住 宅を 除 い て,道 路 パ ター ン別 に敷 地 面 積 の分 布 を示 した もの だ が・ 北 や北 よ り

に 道 路等 が あ る方 が狭 い敷 地 が 多 い 傾 向 が 認 め られ る 。

〔3)建 物 の形 態 上 の工 夫

前章 で 明 らか と した よ うに,日 影 規 制 下 に お い て は 南 向 きで 直 方体 の形 を した 建 物 で は あ ま り高 い

容 積 率 を得 る ことが で きな い の で,よ り高 い容 積 率 を得 るた め に,様 々な 工 夫 が 行 わ れ る こ と とな る。

そ こで,平 面 的 な工 夫 と立 断面 的 な工 夫 に分 けて 検 討 しよ う。 な お,こ こで は 公 的 住 宅 は 除 い て検 討

す る。

表12-21建 物 の 平 面 形
(%)

道 路

パ ター ン
建築物の高さ

件

数

長 方 形 複 雑
A

!、'㌧

南北にL,コ 複数凍東西に 等辺 その他
長い の字長い

工
15m以 下

151nを 超 え る

1〔⊃

1

コ:〔:)。◎ 二乱,.(14鳴)。{)て).`)〔}.〔::,1`::)。`)

・=,.`)`=,.(111)〔=,.〔)(1.〔)〔).{)〔:}.(}

且
15m以 下

15mを 超 え る

三〇

17

6.74合.7二;.5=～.き16。 ア 苫.5

2響.5:二!9,411.El17。 古17.6(,.1⊃

皿
15m以 下

15mを 超 え る

15

6

2()。()4◎.Q21.)。`)6四713鱈3【::}.{⊃

王6.7⊂).り;.こ ヌ 三コ.316.ア ド}.(}

工V

151n以 下

15mを 超 え る

18

1、二}

2二〕.2=三 τ…;.:き16.711.116.フ 〔=1.1)

∫二}.1=}5=)話 二}2(》.疋:)」0.◎7(}.(}ξ)"t=》

計 1`二」7 縣3=;〔:),8麗 ㌧E、9.:3;」9.61.9

表12-21は,道 路パ ター ンと建 物 高 さ別 に平 面 形 を 示 した もの で あ る。 長 方 形 の 「等 辺 」 とは,建

物 の長 さ と幅 の比 が 相 互 に11.5以 内の もの を 言 う 。道 路 パ タ ー ン1で は 複 雑 な平 面 が 全 くな いの

に対 し,パ タ ー ンWの 高 さが15mを 超 え る建 物 で は複 雑 な平 面 を も つの が 大 半 で,長 方 形 平面 の はす

べ て 南 北 に長 い。 パ タ ー ン皿,皿 で もか な り複 雑 な平 面 の もの が あ り,特 に高 い建 物 で そ うで あ った。

な お,敷 地 が 広 くな る と ど う して も建物 の平 面 形 が複 雑 に な る ので パ ター ン1とIVの 差 は敷 地 規 模 の

差 が 主 因 か も しれ ない と考 え,敷 地 の 規 模別 に も分析 して み た が,400㎡ 未 満 の 敷 地 で も複 雑 な平

面 の ものが あ り,敷 地 規 模 が 主 因 とは 認 め られ な か った 。

次 に,立 面 や断 面 形 に関 す る工 夫 を 見 よ う。 この工 夫 に は.建 物 の 北 や 北 よ りの 部 分 に つ い て 階数

を低 減 す る も の(以 下 「階 低 減 」 と略 す)と,そ こ まで い か な い が,建 物 上 部 を 斜 め に 切取 る もの(
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以 下 「カ ッ ト」と略 す)の2種 類 が あ っ た。

建 物 上 部 を斜 め に カ ッ トしてい るが,そ の 角

度 が 大 き く.実 質 的 に床 面 積 を狭 くしてい る

と認 め られ る もの は 「階 低 減 」 に含 め た。 以

上 に つ い ては,図12-3に 略 図 を示 した 。

このよ うな工 夫 の行 わ れ る方位 と して は,

北方 向 と北 よ り方 向 とが あ る 。 そ こで,両 方

図12-3立 断 面 形 の 工 夫 向 に関 す る工夫 の状 況 を 示 したの が 表12 -22

であ る。 両方 向 と も工 夫 の な いの が29%,両

表12-22立 断 面 形 の 工 夫 方 向 と も工 夫 して い る のが 計

24%で,北 方 向 の みが27%,

北 よ りの みが20%と,広 く工

夫 が成 され て お り,そ の な か

で は北 方 向 の 方が 工 夫 が多 い。

工 夫 の 内容 を み て も,北 方 向

の方 が 規模 が 大 き い こ とが わ

注)%は 全体(107件)に 対す るもの か る・ 北 よ りでは 工 夫 の1/4

は カ ッ トで あ り,2階 分 以 上

の階 低 減 は1/4強 な のに 対

し,北 方 向 で は工 夫 の4割 強 が2階 分 以上 の 階低 減 で,4階 分 以上 も4件 あ り,カ ッ トは少 し しか 見

当 た らなか っ た 。

さて,こ の 立 断 面 の 工 夫 に つ い て も,道 路 パ ター ンと建 物高 さが 関 係 して い た 。 これ を示 した のが

表12-23だ が,パ タ ー ン1～ 皿に は工 夫 の な い もの が か な り見 られ るが,パ ター ンIVで は少 な い こと,

およ び.高 さが15mを 超 え る建物 で は15m以 下 の もの に 比 べ て工 夫 が 多 い こ とが わ か る。 更 に,北 に

道 路等 の あ るパ ター ンHで は北 よ りの方 向 に関 す る工 夫 が 多 く,北 よ りに あ る 皿で は北 方 向 に 関す る

(%)

北
北よ り

な し,階 騨 力 。ト 計
1階2階 以上『

な し

階醜 読
カ ツ ト

29・,)1・:㌧:51L25.656.1

9∴ 三 フ.5葛.7り 貿(♪2() π6

2・82.87.5`=, .(,1箒r1

7.52。8r).()(,.(11(⊃.5

計 48。62鄭"422.45.61(,{=} 冨◎

表12-23道 路 パ ター ン等 と立 断 面

(%)

道 路

パ ター ン
建築物の高さ

件

数

立断面形の工夫 (上欄 :北 方 向 、 下 欄: 北 よ り方向)

な し

な し
階低減
な し

な し
階低減

階低 減
階低減

階 低 減
カ ッ ト

カ ッ ト

な し

な し

カ ッ ト

1

15m以 下

15mを 超 え る

]く}

1

5(,圃 〔::レ

1◎0.()

3(}.(レ

`)圓`)

(,。{=,

`)。('

芯`⊃.`:)

⊂)欄`=》

Q。(:}

{二㌧1=}

1〔).(,

(レ.(レ

O.0

`=}.(1

H

15m以 下

15mを 超 え る 17

4=;.:;

2;.5

6.7

17.6

16.7

23.5

1(,.◎

1フ.6

3.==

1=,回 〔⊃

6.7

{).◎

1π.3

17.6

皿

15m以 下

15mを 超 え る

15

6

4`:}.()

16.7

26.7

暮箒.:三

て⊃.◎

16。=7

21).(:)

==二.5

(コ.O

`).◎

1葛.5

().`)

◎.◎

(,鍾(レ

IV
15m以 下

15mを 超 え る

1臼

1(=,

16.17

∫=レ飼`)

27..8

4〔⊃.(}

16.7

〔=}.〔)

1.6.7

6`)脚(,

コ.】.1.

(レ.{)

5.6

(レ。`)

5.6

`=レ.◎

計 1(,7 29.(, 21.5 12.1 21.5 2.ε3 5.6 7.5
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もの が多 い。 この よ うに,立 断 面 の工 夫 は 道 路 等 の な い 方 向 に 関 す る もの が 多 い の が特 徴 で あ る。

た だ,同 じ道 路 で あ って も,そ の 効 果 は 道路 の 幅 に よ って 強弱 が あ る と思 わ れ る 。 幅 員別 に検 討 し

た と こ ろ,北 方 向 で は道 路 等 の 幅 が7.5m未 満 で は半 数 ほ ど に北 方 向 の工 夫 が あ った の に対 し,12m

以 上の18件 中 で は1件 しか 工 夫 が な か った 。 ま た,北 よ りで は,7.5m未 満 で は3割 に工 夫 が あ り,

12m以 上 で は1件 も工 夫 が 見 られ な か った 。

と ころ で,こ れ らの 平 面 的,ま た は立 断 面 の 工 夫 に は,日 影 の 長 さを 短 くす るための もの も少 な く

な い と思 わ れ る 。前 章 で 述 べ た よ うに,日 影 の 長 さを 考 え るに あ た って は 臨 界 と飽 和 が 重 要 で あ り,

図12-4の よ う に,平 面形 を工 夫 して 建 物 の 東 西 を 短 くす る と影 が 臨界 とな って短 くな り,ま た北 側

図12-4建 物 の 形 態 上 の工 夫 と 日影

階 を低 減 さ す と臨 界 の 場合 を除 い て影 が 短 くな る。 そ こで,建 物 の 最 も高 い 部 分(塔 屋 は 除 く)の 影

の 臨 界,飽 和 等(半 飽 和 が 生 じる 時 は半 飽 和 も含 む)を 検 討 した 。 全体 と して5m値
,10m値 の影 と

もに 臨界 が42%,両 者 と も飽和 等 が31%で,5m値 の 影 の み 臨 界 が26%あ った 。工 夫 との 関係 で は,

や は り平 面 形 の 方 に 関係 が み られ,長 方 形 平 面 で 南北 に長 い もの で は2/3が5m値
,10m値 の影 と

も 臨 界で,両 者 と も飽 和 は1割 強 に過 ぎ なか った が.東 西 に長 い も の で は半 数 が 両者 とも飽 和 で あ っ

た。

こ こで 建物 と敷 地 境 界 線 間 の 距 離 を み て お こ う。方 位 別 に見 る と,や は り北 側 が 最 も広 く,南,北

よ りと続 き・ 南 よ りが 最 も短 い 傾 向 が あ っ た 。 この 距 離 も道 路 等 の 有 無 に関 係 してお り
,そ の状 況 を

表12-24建 物 と敷地境界線間の距離
(%)1

方 向
道路等の

有無
件数

0.5mO.5～

未 満1m

1～

2m

2～

3m

3～

5m

5～

10m

10m

以 上
不定 ★

北
あ り

な し

58

49

12.18.6

4。16.1

212.4

1`).2

12.1

8.2

2◎.7

10.コ

1等.8

写2.7

5.2

6.1

5.2

22.4

北よ り
あ り

な し

:32

75

31,312.5

ユ2.`)1占.o

2巳.0

29.3

12.5

17.=∫

9.4

8.(,

9.4

2.7

o.0

4.o

⊂}。(,

ユO.7

南よ り
あ り

な し

26

81

蛎 。41L5

28,417.さ

3r二}.8

25.9

11.5

7.4

15.4

9.9

7.7

苫.7

(⊃.Q

3.7

7.7

さ.7

南
あ り

な し

47

6`)

1`⊃.614.9

10.(}11.=7

17.◎

2L7

21.3

15.(⊃

21.3

25.o

14.9

8.5

0.⑪

苫.3

〔⊃.1⊃

5.1=》

注) ★ 「不定 」
と は 、平面形が複雑なために距離を示すことが できないものを指 す
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示 した の が表12-24で あ る 。 ま ず北 方 向 で は,道 路 等 が な い と空 地 の奥 行 が長 くな る こ とが 明 瞭 にわ

か る。 な お,道 路 等 が な い に も かか わ らず 距 離 が1m未 満 とい う もの が5件 あ った 。調 べ た と ころ,

1件 は北 方 向 は商 業 地 域 の た め 日影 規制 が な く,残 りの4件 は す べ て4階 建 で,う ち3件 は 北 を1階

分低 減 して お り,残 りの1件 は5m値,10m値 の影 とも臨 界 と,い ず れ も北 方 向の影 が あ ま り長 く伸

びな い条 件 に あ る もの だ っ た。

北 よ り側 で も,道 路 等 の な い方 が 空 地 の 奥 行 が 長 い 傾 向 が見 出せ た。 しか し,そ の程 度 は北 方 向 ほ

どで は な く,し か も大 半 が1～2m程 度 の奥 行 しか 有 して い なか っ た。 と ころが,南 よ りの方 向 で は

以上 とは 逆 の傾 向 が見 られ,道 路 等 の あ る方 が か え って 距 離 が長 い傾 向 が あ った。 南 側 で は道 路 等 の

有無 はほ とん ど奥 行 の 長 さに は影 響 して い な い よ うだ った 。

この よ うに,北 と北 よ りの 方 向 で は,道 路 等 が な い と敷 地 境 界線 と建 物 間 の距 離 が長 くな る傾 向が

見 られ たが,こ れ も 日影 規 制 に 対 す る工 夫 の1つ だ と考 え られ る。

建 築 形態 の最 後 に,地 下 階 に っ い て触 れ よ う。 地下 を有 す る建 物 は全 体 で17件 あ り,う ち1件 は斜

面 を利 用 して地 下2階 ま で建 設 して いた 。地 下 の 有無 で どの よ うな 差 が あ るか を 検 討 したが,8階 以

上の建 物 に は 地下 は な い こ と と,地 下 が あ る と 自動車 車庫 が あ る もの が 多 い点 程 度 しか見 出せ な か っ

た。

(4)建 物 北 端.北 よ り端 と建 築 規 制

調査 した建 築 物 の 大 半 で,そ の 北 端,ま た は 北 よ り端 に 日影 規制 等 の影 響 が 認 め られ た 。 そ こで.

日影 規制,高 度 地 区,道 路 斜 線 の3つ の 制 限 に 関 し,建 物 の北,お よ び北 よ り端 が規 制 を余 裕 を も っ

て ク リア して い るか,そ れ と も限 度 い っ ぱい で 余 裕 が な い かを 調 査 した 。 な お,高 度 地 区 と道 路斜 線

に つ いて は 断 面 図 を見 れ ば余 裕 の有 無 が 一 目で わか った が.日 影 規 制 に つ い て は あ と0.11nで 規 制 を

オ ーバ ーす るの もあ るが.1m程 度 の ゆ と りの あ る例 もあ り,ど こ まで を 「余 裕 」 と見 な すか が 微 妙

で あ った。 検 討 の 結 果,余 裕 が1mに 満 た な い もの に は建 築 形 態 の工 夫 を した ものが 多 か った ので,

1m以 上 の 余 裕 が あ る もの を 「余 裕 あ り」 と判 断 した。 「余 裕 な し」 の大 半 は,余 裕 が α5m未 満 だ

と考 え て よ い 。 ま た,北 や 北 よ り端 が 建 築 基準 法 の採 光 規 定 で 決 ま って い る もの もあ った が,こ れ は

もっぱ ら 自建 築 の居 住 性 に関 す る こ と なの で,後 に 検討 す る こと とす る。

118件 の建 物 の うち,日 影,高 度,道 路 の3規 制 と もに余 裕 を も って ク リア して い たの は2割 の

23件 で,8割 に は 北 か 北 よ り端 に規 制 限 度 い っ ぱい の 部 分 が あ った。 余 裕 の あ る23件 中10件 は公 的住

宅 で訟 的 住 宅 で は 北 と北 よ りに 日影 規 制 の影 響 が 見 られ るの が1件 あ る鮒 だ ・ た・ そ こで ・ 以下

で も公 的 住 宅 を除 い た107件 に つ い て分 析 す る。

107件 の う ち,3規 制 の 影 響 と も受 け て い な い の は12%の13件 で あ り,残 りは何 らか の 規制 に お

いて余 裕 の な い点 が 見 られ た.規 棚Uで は,最 も影 響 の 強か ったの が 日影 規 制 で・74%}`あ た る79件

で 余裕 が な く,う ち19件 は北,北 よ り両 方 向 と も限度 い っぱ い だ った 。 次 に多 いの が 高度 地 区 で・35

%の37件 で余 裕 が な く,北 よ り方 向で の影 響 が 強 か った ・ 款 ・ 道 路 斜 線 の影 響1ま26%の28件 にみ ら

れた 。 建物 の形 が規 制 に よ って縛 られ て い る状 況 が わ か る・

3規 制 の 効果 は,道 路 の 有無 や 錦 の繍 でか な り異 な る・ それ を示 したの が 表12-25で あ る ・ ま

ず北 方 向 で は,日 影 規 制 が 他 の2規 制 砒 べ て影 響 が 強 い ・道 購 の 撫 男llにみ る と・ 道購 の あ る

もの で は,そ の 幅 員 の 広 い ほ ど余 裕 のあるものが増 加 し,12m以 上 で は3規 制 とも効 果 が な か った・
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表12-25 3規 制の効果

(%)

全 体
道路等

道路等の幅員別
道路等

区 域 別

あ り 7.5m7.512m

未 満12m以 上

なし
AIA2BIB2

件 数 1◎7 58 281218 49 2`:}1472

北 余裕あり 36.4

1

55.4 17.84L71◎0.0 16.暮 15.021.414.30.(レ

方
余 裕 なし ★ 63.6 46.6 82.15{ヨ.3`:}。 〔:) 85.7 85.078.685.71(レ(,.(,

'日 影規制
54.2 32.9 50.〔)4L7〔 ⊃.`) 79.6 85.`)78.671.4100.`)

向
高度地区 8.4 0.0 0.OO.00。0 18.4 25.07.142。90.⊂ ⊃

、道 路 斜線 18.7 34.5 53,641.70.◎ (,.◎ ◎.O`⊃.`)⊂).`)〔:⊃.0

件 数 107 32 2Q57 75 2127116

北
余裕あ り 53.6 50.◎ 40.〔=}2(⊃.010◎.`:〕 26.7 14,357,◎18,266.7

よ
余 裕 な し ☆ 66.4 50.o 60.080.O〔).0 75.3 85.765.(レ81.835.3

り

方

F日 影規 制
37.4 18.8 25.{=,21⊃.oo.o ∠}5.5 ∠ト796写7胴 ⊂}63"63き 曽3

向
高度地区 29.9 (,.0 0.0(⊃.⊂ ⊃0.〔 二⊃ 42.7 57,155,554.50.O

、道 路斜 線 11.2 37.5 40.(,8(レ.◎ ◎.(⊃ ◎.(, く).〔⊃o.(,(1.{=,o.(}

注)★2種 類以上の規制で余裕のない例 があるため、日影規制 、高度地区、道路斜線の%の 合計は

「余裕なし」の%を 上 まわる.

幅12m未 満 の もの で は 日影 規 制 と道 路 斜 線 が 同程 度 の効 果 を示 して い た 。 道路 等 の な い もの で は,8

割 も の多 数 の もの に 日影 規 制 の効 果 が み られ た 。高 度 地 区 で は,区 域A1とB1で は一 定 の影 響 が見

られ たが,A2で は効 果 が 少 なか った 。 な お,B2に は 高度 地 区 の制 限 は な い 。

北 よ り方 向で は,3規 制 と も余 裕 の あ るの は 約1/3と 北 方 向 とほ ぼ 同 じだ が,日 影 規 制 の効 果 が

弱 ま り,高 度 地 区 の影 響 が増 加 してい るの が わ か る 。 ま ず 道 路等 の あ るも の で は,道 路 斜 線 は北 方 向

と同程 度 の 効果 を有 して い るが,日 影 規 制 の効 果 は 減少 して い る 。 次 に道 路等 の な い も ので は,日 影

規 制 の 効 力 は 減少 して高 度 地 区の 影 響 が 増 加 し,両 者 が 同程 度 の 効果 を有 して お り,特 に 区域A1で

は高 度 地 区 の影 響 の方 が 大 き くな って い る。

と こ ろで,神 戸 市 の高 度 地 区の 制 限 は,他 都 市 と同 じ く北 側 斜 線 方 式 を と って い る 。 そ の北 側 斜線

の効 果 が 北 方 向 で な く北 よ り方 向 の 方 で 大 きい とい う点 は少 し意 外 で あ る 。 そ こで,A1,A2,B

1の 区 域 に つ い て,日 影 規 制 と高 度 地 区 の 制 限 の差 を 図 で考 え て み よ う。 方位 は,真 北 方 向 と,そ れ

か ら150,300,60。,750回 転 した6種 類 と した 。 な お,90。 に な る と高度 地 区 の効 果 は全 くな く

な る。 日影 規制 の作 用 は建 物 の 形 態 に よ って複 雑 に変 化 す る の で,影 が飽 和等(半 飽 和 の生 じる と こ

ろ は半 飽 和)と して作 図 した 。

図12-5か ら,高 度 地 区 の 効果 が最 も大 きい の はA1で,敷 地 境 界 線 か ら3m程 度 まで,高 さ に し

て 北方 向 で は5～10m,北 よ りで は5～13m前 後 に お い て 日影規 制 よ り厳 しい こ とが わ か る 。 しか し,

A2で は北 か ら75。 前 後 の 方 向 で 敷 地 境界 線 か ら1m程 度 まで,高 さで10～13m程 度 で しか効 果が な

い 。B1は 両 者 の 中 間 で,北 か ら60。 ～75。 付 近 で は敷 地境 界線 か ら1m前 後,高 さに して10～15m

程 度 で効 果 が あ る。 も ち ろん 以上 は 日影 が 飽 和 等 の場 合 で あ り,飽 和等 に 達 して い な い影 の 短 い時 は

日影 規 制 の 効 果 が 弱 ま るた め,高 度 地 区 の 影響 が 相 対 的 に 強 くな る。

以 上 の点 を 考 慮 して 分 析 した と ころ,区 域A1で は,高 度 地 区 の影 響 が 認 め られ るの は敷 地境 界線
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と建 物間 の空 地 奥 行 が3m程 度 まで の 例 に 限 られ るこ と と,空 地 の奥 行 が 短 い の に 日影 規制 の効 果 の

あ るもの には その 方 向 に 関 す る立 断 面上 の工 夫 の あ る こ とが わ か った。 区 域A2とB1で は,北 方 向

に 高度 地 区の 効 果 の み られ る4件 は す べ て 日影 が 臨界 とな って お り,北 よ り方 向 で は長 い庇 の 出て い

る1件 を 除 い て,高 度 地 区 の影 響 の あ る の はす べ て空 地 奥 行 が1m程 度 で あ った。 先 の 表12-24に よ

ると,敷 地境 界 線 との 間 の 空地 奥 行 は北 方 向 で はか な り長 い が,北 よ り方 向 で は大 半 が0～21nで あ

る・ 高度 地 区 の北 側 斜 線 が北 よ り方 向で 効 果 が 強 い の は,こ の方 向 の 空 地奥 行 が 切 りつ め られ る傾 向

にあ るか らで あ る 。

建物 高 さと の関 係 で は,A1で 北 方 向 に 高 度 地 区 の影 響 が あ るの は す べ て15m以 下 の建 物 で,し か

も立 断面 に工 夫 が 行 わ れ て いた 。 北 よ り方 向 で は,15mよ りも高 い の に 高度 地 区の 影響 が あ るの が9

件 あ ったが,う ち6件 に は 立 断 面上 の工 夫 が行 わ れ て お り,残 りの3件 中2件 は図12-6の よ うに北

側の 広 幅 員 道 路 の た め に 日影 規 制 に 抵触 しな い もの で あ っ た。

次 に 道 路斜 線 だ が,先 の 図12-5に 道路 斜 線 を 加 え てみ る と,一 般 に道 路 斜 線 の 傾斜 の方 が 日影 規

制 に よ る斜 線 よ り も傾 きが急 で あ る ことが わ か る 。従 っ て,高 度 地 区 と同 じ く,道 路斜 線 も高 さの比

較 的低 い 建物 へ の影 響 が 強 い 。検 討 の結 果.高 さが15mを こえ る建物 で は 日影 規 制 と道路 斜 線 の影 響
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を 同時 に受 けて い る例 は あ って も,道 路 斜 線 のみ の

影 響 を受 け てい る もの は な い こ と,お よ び 両斜 線 の

効 果 を 同時 に受 けて い る4件 中3件 に は立 断 面 の工

夫 が あ る こ とが わか っ た。

以上 の説 明か ら,立 断 面 上 の 工 夫 は 日影 規制 の み

で な く高度 地 区 や道 路 斜 線 に も関 連 が あ る こと が わ

か る。 先 に 述 べ た よ うに,日 影 規 制 で影 が 飽 和等 に

な って い る と考 え た時 の 斜 線 と,高 度 地 区 ・道路 に

よ る斜 線 とで は,一 般 に後 者 の 方 が 傾斜 が急 で あ る 。

従 って,も し2種 類 の規 制 の 限 度 い っぱ い に 建物 を

建 て よ う とす る と図12-7の よ うに 傾斜 の 違 う2つ

の斜 面 で構 成 され る こ と と な る。 これ が2種 類 の 規

制 の影 響を 同時 に受 け る場 合 に は 立 断 面上 の工 夫 の

多 い原 因 だ と思 われ る。 表12-26は 規 制 の効 果別 に

立 断 面上 の工 夫 を 示 した もの だ が,2規 制 の 影響 を

受 け る もの で は立 断 面 上の 工 夫 が 多 く行 わ れ て い る

こ とが わ か る。 また,日 影 規 制 の み の 効 果 を受 け る

もの で は カ ッ トは1件 しか な いが,こ の 原 因 は 日影

規 制 に よ る斜 線 の傾 き が緩 い た め に階 の 低 減 が 必 要

な場 合 が 多 く,カ ッ トに よ る対 応 で は不 十 分 な こ と

に あ る。

な お,平 面形 の工 夫 も規 制 と関係 あ る と思 わ れ る。

そ こで,L字,コ の字 な どの複 雑 な平 面 を 有 す る31

件 に つ いて 検 討 した と ころ,

敷地

境界線

図12-6

道路のため

規制に抵触せず

12

10m

北側道路の影響

日影規制

高度地区

道路斜線

敷地

、
図12-7 規制と立断面

立 断 面 上 の 工 夫 の ない の は2割 の6件 に す ぎ な い こ と,3規 制 の 影響 と

も受 け て ない の は1件 に す ぎず,北,北 よ りの 両 方 向 で 規 制 を 受 けて い る もの が16件 と半 数 を 超 えて

い る こと,な か で も 日影 規制 の効 果 が 強 く,北 方 向 で は7割 の21件 に,北 よ りで も半 数 以 上 の17件 に

影 響 が 認 め られ る こ と,等 が 明 らか と な っ た。 工 夫 に 工 夫 を 重 ね て 建 築 を 計 画 して い る こ とが わ か る・

と ころで,こ れ まで は 日影 規制 の 中味 に は触 れ なか っ たが,日 影 規 制 に は5m値 と10m値 が あ り,

前章 で 明 らか と した よ うに そ の効 果 は方 位 に よ って 変 化 す る。 そ こで,道 路 パ ター ン別 に 日影 規制 の

内容 を 示 した の が 表12-27で あ る 。北 方 向 で は5m値 の 効 果 が 強 いの に対 し,北 よ りで は10m値 の方

が多 く,前 章 の建 物 モ デル に よ る検 討 と同 じ結 果 とな って い る。 建物 の高 さ別 に検 討 した と ころ,高

い の に5m値 が き い て い る もの に は立 断 面 の工 夫 が 見 られ,逆 に 低 い の に10m値 が きい て い るの は5

m値 に 関 す る影 が 臨 界 に な って い るの が 多 い こ とが わ か った 。 また,建 物 の 方 位 が 正 しい東 西南 北 か

らず れ る方 が北 方 向で の10m値 の 影 響 が ふ え る傾 向 が 認 め られ た が,こ れ も前 章 の検 討 結 果 と一 致 し

て い る。

(5)建 物の密度と採光条件

調査 した建築物の建ぺい率 と容積率を検討 したところ,公 的住宅はすべて建ぺい率が35%に 満たず・
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表12-26規 制 と立 断 面形 の工 夫

道路等

の有無

余 裕なし

の理由
件数

工 夫

な し

工 夫

あ り .階 低 減 、 カ 。 ト
1階2階 以 上

あ り

日影規制

道 路斜線

目影iと道 路

7

8

12

5フ.ユ

37.5

16.ア

42.9

62.5

臼3.苫

1∠L528.60、 ◎

12。525.025.(⊃

5⊂}.025.Q8.3

な し

日影 規制

高度地区

日影iと高度

31

1

8

22.6

0.(:}

25.(⊃

77.4

1∫)〔⊃圏1)

75。{=}

32。 苫45.2(1.o

く}。`)o.()1(⊃(,.1)

三7.512.525.く}

北

よ

り

方

向

あ り

日影規制

道路斜線

日影と道路

4

ユ∫)

2

50.0

5〔)。 〔)

5`}.〔)

5(〕no

5`=}.()

…5〔=)闘◎

1=}。◎5`=〕.`:)o 欄⊂[

4(1.〔 ⊃10胃(:,〔 ⊃置◎

Q。(}5(:).00.Q

なし

日影規制

高度地区

日影と高度

獄1

19

15

23.8

47.4

15.4

76.2

52.6

1ヨ4.6

47,623.84.8

15.81⊂}.526.3

2=～,ユ25rユ38.5

表12-27 日影規制の効果
(易)

道 路

パ ターン
件数

北 方 向 の み 北より方向のみ 両 方 向
影i響

な し
5m値 と5m値10m値

10m値
5m値 と10m値

10m値

5m値 と10
m値10m値

工

皿

皿

W

ユ1

47

21

28

27.5⊂).09.1

1Cl.66.42.1

38-1c).035.:ヨ1

:32-1(,.()`)脚(,

9.19.1

2き,412.8

4.80。(}

苫 。60.◎

0.(♪9.i

6.44.5

9,51).0

25,021.4

き6.4

34。(,

14.5

17.9

計 1〔)7 2=;.42.B8。4 1葛.16.5 11.28.4 26.2

容積 率 も112%の1件 を 除 い て100%未 満 で あ る こ とが わ か った 。 そ こで,こ こで も公 的住 宅 を

除 いて 分 析 を 進 め る 。

表12-28は 接 道 条件 別 に建 ぺ い率 を み た もの だ が,全 体 的 に許 容 限 度付 近 に集 中 して お り,特 に一

方の み で 道路 に接 す る もの に そ の傾 向が 強 い。

表12-28 建ぺい率の分布
(%)

接道状況 件数
40%

禾 満

40～

45%

45～

50%

50～

55%

55～

60%

60～

65劣

65%

以 上

一方のみ

角 地

そ の 他

5万

24

ぷ)

7.5

0.Q

2Q.{=}

3.8

8.3

15.3

11.;

12.5

1写.5

17.(,

12.5

6.7

6〔=》.4

16.7

23.5

o.{二}

工2.5

3.3

◎.〔)

37.5

2く[。o

計 1`)7 9.等 7.5 12.1 1:3。1 40.2 三.7 14.o
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表12-29容 積 率 の 分 布
(%)

区域
許容
容積率

件数
120%

未満

120～

140%

140～

160%

160～

180%

180～200～

200%250傷

250～

300%

300%

以 上

Al

A2

Bl

B2

C

200%

200%

300%

200%

一

苫`=,

39

15

7

16

`)。 ◎

7.7

〔⊃.◎

o.o

o.(,

6.7

2.6

(,.o

〔).0

6.き

15.3

1).o

〔).(レ

14.さ

o.o

6.フ

7.7

6.7

0.0

0.()

43.苫 苫`〕.0

25,656.4

13,520.0

57.1)28.6

6,;18.8

⊂}.0

0.0

33.3

0.◎

5`).`)

(㌧o

o.◎

26.7

`).【)

18.8

計 11)7 2.8 5.7 4.7 5.6 2ao36.4 12.1 6.5

区域 毎 に 容 積率 の分 布 を 示 した の が 表12-29で あ る 。 自動 車 車 庫 等 が あ る た め に許 容 容積 率 を 若干

上 ま わ る もの も多 く,許 容 限 度 付 近 へ の 集 中度 は建 ぺ い率 以 上 で あ っ た。 これ は建 築 物 が で き るだ け

多 くの 延 べ 面 積 を得 よ うと して 計 画 され て い る の を示 す もの だ と思 わ れ る 。 そ こで,容 積 の 低 い もの

は なぜ そ うな のか とい う点 と,ど の よ うな手 法 に よ っ て高 い容 積 率 を 実 現 した の か とい う点 が 問題 と

な る。

まず 前者 に つ い てい う と,容 積率 が160%に 満 た な い12件 に つ い て 規 制 との 関 係 や 接 道.採 光等

の 状 況 を示 したの が 表12-30で あ る 。 日影 規 制 の 影 響 が 見 られ るの は 半 数 の6件 で,日 影,高 度 地 区,

表12-30低 容 積 率 の 建 物

区 階 建 ぺ い
規制の影響

光力
No.

域 数 率(%)
容積率

(%)
北方向

北より

方向

接道方向 主採光面
ツ ト

備 考

1 A2 5 25.5 95.6 日 影 一 北 、南 よ り 南 一 2棟

2 角2 3 玉6.3 69.4
一 高 度 北 南 、北 あ り 個人住窄

5 A2 6 24.0 117.7 一 一 南 、北 よ り★ 南 よ り 一 一

4 C 4 4Q.2 121.1⊃ 一 高 度 北 南 よ り 、北 よ り 一 2棟

5 A2 暮 49.8 1写5.9 一 一 北 南 一 個人住瑠

6 角1 4 き9.9 157.8 日 影 一
北 寳 南 一 一

7 《1 4 46.7 158.5 日 影i 日 影 一 北 あ り 袋 路

8 角1 5 4⊂,一 ◎ 14L8 日 影i 道 路 南 よ り、北よ り 南 一 一

9 B2 4 占4.苫 151.7 一 一 北 南 あ り 個人住密

1⊂} A1 蕃 59.9 157.4 日影 、高度 道 路 北 よ り 南 あ り 一

11 畠1 5 さ7.(⊃ 157厘8 日影i、高度 一 北より 南 よ り、 北よ り 一 都市計画道路

12 合1 4 59.7 159.8 道 路 高 度 北 南 あ り 4m道 路

注)六 敷 地 の道 路に 接す る部分 が狭 くな り、袋路 状 となって いた.

道 路 斜 線 の影 響 を 全 く受 けて い な い の は3件 あ り,そ の うち2件 は個 人 住 宅(併 用 住 宅 を 含 む)で あ

った 。 ま た・NαUは 敷 地 内に 都 市 計 画 道路 が予 定 され て お り,そ の部 分を 除 い て建 築 したた め に 容積

率 が低 い も の で あ り.Nα12は 敷 地 に接 す る道 路 の幅 員 が4m未 満 の た め,容 積 率 が160%ま で しか

許 され な い もの で あ った 。

これ ら12件 を み る と,Nα3,6,7の よ うに道 路 等 の条 件 に恵 まれ ない もの もあ るが ,日 影 を 落 と

す 北 側 に道 路 の あ る もの も少 な くな い 。 た だ,南 側 に道 路 の あ る もの が な い に もか か わ らず,主 採 光
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面が 南 に 求 め られ る傾 向 が 強 い こ とが わ か る 。主 採 光面 を道 路 以 外 の 方 向 に求 め る と,敷 地 境界 線 と

建物 との 間 の 空 地 の 奥行 が か な り必 要 とな る。 これ を避 け る ため,建 物上 部 の 庇 や バ ル コニ ーを切 っ

た り,更 に は建 物 自体 を 斜 め に カ ッ トす る例(以 下 「光 カ ッ ト」 と略 す,図12-8参 照)5)が 見 られ

た。 表12-30に よ る と,建 ぺ い 率 が45%以 上 の もの は,1.

2階 が事 務 所 と倉 庫 の ため 南 か らの 採 光 は3階 以上 で あ る

Nα5を 除 き.す べ て光 カ ッ トを 行 っ てい る。 しか し.光 カ

ッ トを行 って建 ぺ い率 を 高 め て も,日 影 規 制 を は じめ とす

る建 築規 制 や,個 人 住 宅 で 延 べ 面 積 を あ ま り必 要 と しな い

等の た め,容 積 率 が160%に 満 た な い もの で あ る 。

と ころ で,前 章 で行 った 直方 体 の建 物 モデ ル に 関 す る結

果 か ら考 え る と,こ れ らの 容積 率 が160%に 満 た な い も

の がむ しろ普 通 で あ り,200%前 後,更 に は300%近

い容積 率 は,何 らか の手 法 を用 い な けれ ば実 現 で きな い 。

先 に述 べ た平 面形 や立 断面 形 の工 夫,お よ び 日影 の で きる

方 向 に道 路等 の あ る敷 地 を 選 ぶ こ と もそ の1つ で あ る と言

、
-

μ

L

…

ノ

　

ノ

　

敷
地
境
界
線
ー

Z

/
/

図12-8

/
/

光 カ ッ ト

えよ う。 そ して,採 光 条件 の工 夫 もそ の ため の 手 法 と して重 要 で あ るので,以 下 で検 討 す る。

各建 物 の採 光 条件 を 比較 した とこ ろ,道 路 等 の 方 向 に頼 る程 度 にか な り差 が あ る ことが わ か った。

そ こで,採 光 を す べ て 道路 等 に頼 る もの(「 道 路 の み 」 と略 す),全 く道 路 等 に頼 らず に 自 己の敷 地

内に採 光 に必 要 な 空 地 を 置 くもの(「 自己敷 地 」 と略 す)6!採 光 の50%以 上 を 道 路等 に頼 る もの,

表12-31採 光 と道 路
(%)

件数 道路 道路と 道路 一部 自己
のみ 北空地 中心 道路 敷地

光 カ ッ
ト率

全 体 1{=,7 54.白6.527厘119.612.1 23.4

区

域

Al

A2

Bl

B2

C

30

39

15

7

16

2〔).06.7コ0.020.(,23.3

46,212,817,915.47.7

40.Q⊂}.046.71さ.30.0

0.(レ(,.⑪14.き42.942.9

43。8`).051.325.00.0

26.7

25.1

5苫.5

28.6

6.2

敷
地
規
模

200m2未 満

200～600諮

600～1000m2

1000㎡ 以 上

31

37

17

22

71.◎ 蕃.219.43画23圃2

29.710。827.(,21.61(⊃.8

17.65.947.123.55.9

4.54,522,756,451.8

12.9

32.4

41.2

9.1

接

道

状

況

北

南

東 か 西

北東、北西角

南東、南西角

南 と 北

そ の 他

25

17

11

14

1{=,

1Q

二三()

28π ⊂,◎.〔)52.(,28.{)12.`)

11,823,517,641.25.9

18.2◎.C,45.518.218,2

57馴1(,.`)21、414賃37.1

4(}.◎30.【)5⊂}.(}く}.(}`)。`)

7(,.(1(1.(:}き ◎。0く}.()Q』

55.1⊃ 〔).()2◎ 。〔)15.(}3(㌧o

32。(距

23.5

54.5

14.3

1`=,。0

2Q.0

1(,.く,
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道 路 等 に頼 るが そ の程 度 は50%に 満 た な い もの(「 一 部 道 路 」 と略 す)に 分 け た 。50%以 上 を 道路 等

に頼 る もの の な か に,日 影 規 制 の 結 果 と して で きた 敷 地 北 側 の 空 地 と道 路 等 とを 利 用 す る もの が あ っ

た ので,そ れ を 「道 路 と北 空 地 」 と し,そ れ 以 外 を 「道 路 中 心 」 と した 。

表12-31は,区 域,敷 地 規 模,そ して 接 道 条 件 別 に 採 光 方 式 と光 カ ッ トの 率 を 示 した もの で あ る。

区域 別 に見 る と,「 道路 と北 空 地 」 は4時 間 と2.5時 間 の 日影 が規 制 され る区 域 に 限 られ て い る。 ま

たB2で は道 路 に頼 る率 が低 くな って い るが,こ れ は 住居 系 の 地 域 で は 採 光 の た め に 必 要 な空 地 の 奥

行 は高 さの4/10必 要 な の に対 し,準 工 業 地 域 で は2.5/10で よ い の で 自己 敷 地 内 で 採 光 を 図 るの が

容易 な ため であ る。 敷 地 規模 別 で は,敷 地 の 狭 い もの ほ ど道路 等 に頼 る傾 向 が 明 確 で あ る。 な お,光

カ ッ トを 行 うの は 敷 地 が 中程 度 の 広 さの もの に 多 か った 。 敷地 が どの方 向 で 道路 等 と接 す るか では,

「道路 のみ 」 は 角 地 や南 北 道 路 と い った 条 件 の 良 い もの に 多 か った が.そ れ 以外 の もの もか な り見 ら

れ た 。 また,光 カ ッ トを行 う の は東 か 西 の み が 道 路 とい う もの に多 か った 。 な お,南 と北 が道 路等 の

もので も2件 は 光 カ ッ トを行 って いた が,こ れ は 東 西 に 長 い住 棟 の 東 ま た は 西端 の住 戸 の み に対 して

南 北 に加 え 更 に も う1方 か ら光 を 得 よ う とす る もの で,特 に採 光 に 困 った た め の方 策 とは認 め られ な

いo

表12-32は 採 光面 の方 位 を 示 した もの で あ る。 「道 路 の み」 で は 道路 の あ る方 位 に よ って採 光 の方

位 が決 ま り,南 か らの採 光 の ない もの が 半 数 を 超 え,北 面 の み の採 光 もみ られ る の が特 徴 で あ る。 「

道 路 と 北 空 地 」 で はす べ て で南 か らの 光 が 求 め られ て い た 。 「道 路 中心 」 「一 部道 路 」 「自 己敷 地 」

表12-32採 光 面 の方 位

(%)

東 、 西 、
そ の

A

他
件数 南 北 南と北

東と西 衛中心 南あ り
、

南なし

全 体 107 3.7 7.5 28.O 16.8 15.Q 17.8 11.2

光
道路のみ 37 5.4 18.9 24.5 21.6 5.4 8.i 16.2

採 カ 道路と北空地 7 o.⊂) O.0 57.1 Q.0 28.6 14.3 O.◎

光 置 道路中心 18 0.Q 1=}.◎ 1白.7 22.2 16.7 27.8 16.7

と な 一部道 路
14 o.◎ ◎.(, 14.5 7.1 28.6 35.7 14.苫

道
し

自己敷地 6 `).Q ⊂,.(=} 5(,.0 5◎.0 {二㌔ ◎ o.〔=} ◎.o

路 光 道路中心 11 O.Q o.o 45.5 18.2 18.2 18.2 〔=}.(,

カ
ツ

一部道路
7 (㌧ ◎ 14.5 28.6 (,.`⊃ 14.苫 42.9 (⊃。(⊃

ト 自己敷地 7 二28。6 0.0 28.6 0.◎ 28.6 〔=}.O 14.3

敷
200m2未 満 苫1 9.7 19.4 22.6 22.6 3.2 6.5 16.1

地 200～600m2 57 2.7 5.4 苫2.4 1〔).日 1◎.8 18.9 18.9
規
模 600～1000諮 17 (,.◎ 1).{:} 41.2 1L8 11.8 35.5 {:,.〔=1

1000n声 以上 22 〔⊃.o o.◎ 18.2 22.7 4く}。9 18.2 O.0

北 25 4.(レ 24.`=} 52.◎ (レ.く) 12.◎ 12.Q 16.(=}

接
南 17 U.8 ◎.o 35.3 5.9 11.8 苫5.3 (,.O

道 東 か 西 11 〔).(, 9.1 18.2 54.5 9.1 9.1 O.0

状 北 東 、北 西角 14 7.1 0.O 7.1 28.6 14.3 0.O 42.9

南 東 、南 西角 1(, (}.⑪ c}.`) o.{⊃ 1(1.◎ き〔:㌧() 6`).(, 〔)。o

況
南 と 北 10 `=}.◎ `).く) 80.◎ O.0 20.0 ⊂}.o (⊃.0

そ の 他 2(, 0.◎ 5.([ 25.0 玉◎.{=, 15.o 1Ei.⑪ 1(,.O
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に は光 カ ッ トの あ る もの が あ った の で,そ の有 無 別 に示 した 。 これ らに おい て も南か らの 採 光 を求 め

る傾 向 が 強 く,特 に 光 カ ッ トの あ る 場合 は そ うで あ る 。光 カ ッ トの あ る もの の う ちに敷 地 の 南側 に道

路等 の な い もの が18件 あ った が,う ち14件 ま で は建 物 の南 側 に 光 カ ッ トを 行 って い た 。

同 じ く表12-32で 敷 地 規 模 と採 光 方 位 との 関係 を み る と,敷 地 の狭 い もの ほ ど南 か らの 採 光 の ない

もの が多 い こ とが わ か るが,こ れ は 道 路 の あ る 方 位 で採 光 が 決 ま るた め で あ る。 道路 の方 位 別 に み る

と,北 に道 路 が あ る もの は北 と南,南 に あ る もの は 南 と北,東 か 西 に あ る も のは 東 か 西(う ち半 数 は

東 西両 方か ら採 光 して い た)と い うよ うに,道 路 が どの方 向 に あ るか で採 光 方 向 が 決 ま っ てお り,大

阪で の調 査 結 果 と同 じ く道 路 の あ る方 向 と その 反 対 方 向 か らの採 光 が 多 い 。

次 に.こ れ らの採 光方 式 と建 築 密 度 との 関 係 を 表12-33で 見 よ う。 採 光 を もつ ば ら外 部 空 間 に 頼 る

表12-33採 光 と建築 密 度

(%)

件

数

建 ぺ い 率 容 積 率

40%40～50～60%

未 満50%60%以 上

160%160～180～200～300%

未 満180%200%300%以 上

全 体 1(,7 9.;19。652.ユ18"7 11.25.628.`)36.418.7

光

カ

ッ

ト

な
し

道路のみ

道路と北空地

道路中心

一部道路

自己敷地

三7

7

1El

14

6

`⊃富(:レ1`=}.851.437層8

0置1:}28.6578114.3

11,116,755,616.7

14胃342.955.77。1

邸.516.70.・=}`).◎

〔).Q8.116層254。121.6

().`二〕O.042.957.1◎.0

5.6(}.◎ 認5厩327-83;國3

21.47.157.17.17.1

5⊂}。Q〔).〔)50.()◎.oO.1)

光

カ
ツ
ト

道路中心

一部道 路

自己敷地

11

7

7

9.127.冨63脚 合(:).(,

・).Q(⊃.(}1〔,().(lc=1.()

で)。028.657.114.3

9.118218,236,418.2

28貫6`⊃.(レ14聾314.ご42.9

28。6(⊃.014」57.10.⊂,

「道路 のみ 」 と,日 影 規 制 で 必 要 とな った 空地 を利 用 す る 「道路 と北 空 地 」 で は,建 ぺ い率 容 積 率

と も高 い傾 向が 見 られ る。 な お,「 道 路 と北空 地 」 に容 積 率 が250%を 超 え る もの が な い の は,す

べ て が許 容 容 積 率 が200%の 区 域Aに あ るた め で あ る 。光 カ ッ トの ない もの で は,「 道 路 中心 」 「

一 部 道路 」 「自己敷 地 」 と な る に従 って 建 ぺ い 率 が低 下 し,容 積 率 も低 くな って くる 。 しか し,光 カ

ッ トが行 な われ る と建 ぺ い率,容 積 率 と も に高 くな って い る のが わ か る 。光 カ ッ トの ない 「自己敷 地 」

に も容積 率 が200%近 い例 が3件 あ るが,い ず れ も10階 建 以 上 で あ り,2件 は 敷地 が約7,100と

174。 。㎡あ 。 「、」 の形 を した片 廊 下 式 建 物 で,居 室 の斯 が13m前 後 と深 くη 鋤 」ヒ端 の 階
り

を大 き く低 減 させ て い た 。 また,残 り1件 も敷 地 が 約4800㎡ と広 く.準 工 業 地 域 で あ る た め採 光

に必 要 な 空 地 奥 行 が 少 な くて 済 む もの で あ っ た 。 この よ うな 条件 が な けれ ば,光 カ ッ トな しの 「自己

敷地 」 で200%近 い 容 積率 を得 る の は 困難 と思 わ れ る 。

な お,道 路 パ タ ー ンの違 い や 敷 地規 模 等 も容 積 率 に関 連 す るの で は ない か と考 え て分 析 した が,特

に関 係 の あ る点 を 見 出す こ とは で きな か った 。 これ は,敷 地 条 件 が悪 い場 合 に は そ れを カバ ーす る だ

けの 立 断 面 形 や 採 光 上 の 工 夫 を 行 って い るた め で あ る と思 われ る。 そ の結 果,カ バ ーを す る よ り もむ

しろ 自 らの 居 住 性 の 良 さを 求 め た 光 カ ッ トの な い 「自己敷 地 」や 「一 部 道路 」 の容 積 率 の低 さが 目に

つ く こと と な っ た ので あ る 。

最 後 に,南 側 に採 光 を求 め る もの につ い て,南 側 空 地 の奥 行 を検 討 した 。 光 カ ッ トが 成 され て い る
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も の はす べ て5階 建以 下 で あ っ たが,空 地 の 奥 行 が5mあ る もの は1件 もな く,な か に は2m未 満 の

もの もあ った 。光 カ ッ トが な く南 側 に 道 路 も ない もの で は,階 数 が4階 以 下 で1階 に居 室 の な い もの

を 除 き,す べ て4m以 上 あ り,5m以 上 の もの もか な りあ った 。 ま た,南 側 に 道 路 が あ る場 合 に は,

道 路 の 中央 を 敷地 境 界 線 とみ な して 日影 規制 が適 用 され る の で,道 路 中 央 か ら5mの 距 離 の点 で5m

値 の 規 制 が行 わ れ る。 そ ・で,敷 地 の南 側}・5m未 満8)の 道 路 が あ 。 て南 か ら採 光 を 行 。て い る9件

の建 物 に つ い て調 べ た と こ ろ,道 路 境 界 線 か ら3m以 上 後 退 して い るの は4件 と半 数 に満 た なか った。

以上 の 南側 空 地 の 状 況 か ら考 え,敷 地 の南 側 に建 物 が 建 った 場 合,実 際 に 日影 規 制 の 目標 と して い る

日照 が得 られ るの は,南 面 採光 の建 物 の うち の一 部 に 限 られ る と思 わ れ る。

た だ,南 側 に道 路 が な い が 南側 採 光 と い う もの の 中 に は,建 物 が 高 い た め に5mを 超 え る南庭 を も

つ例 も2～3あ り,ま た 南側 に幅10m以 上 の 道 路 等 が あ る と同 時 に2～3mの 南 庭 を もつ もの もあ り,

これ らの例 で は 日影 規 制 に対 して余 裕 を も って い る こ と とな る(表12-24を 参 照 せ よ)。

12-3 ま と め

建築計画概要書,お よび神戸市の指定建築物に関する届出られた資料の分析により,次 のような点

が明らかとなった。

① 日影規制が行われると,そ の効果は,3階 建までで済む建物は階高を低 く抑えて建物の高さを10

m以 下として規制の適用を逃れる,と いう形でまず現われるが,3階 建ではあまり高い容積率は得ら

れない。この結果.高 い容積率を求める場合にのみ日影規制が適用される傾向がみられる。

② 日影規制は建物の平面形や立断面形に関する工夫を促 し,ま た敷地北側の空地を広 くとるという

効果を及ぼしている。特に立断面形に関する工夫は広 くみられ,高 さが15mを 超える建物ではほとん

どで行われており.敷 地北側に道路等がないとその傾向が著 しい。

③ 日影規制,道 路斜線,お よび神戸市の高度地区(北 側斜線を内容としている)の3つ の制限のう

ちでは,や はり日影規制の効果が最も強い。高度地区は建物の影が臨界の時や,建 物が敷地境界線の

す ぐ近くまで建てられる時には効果があるが,建 物の端を少 し欠 く程度の効力 しか有 しないことがほ

とんどである。

④建築物の密度をあげ.許 容容積率を利用 し尽 くす目的で,建 物の採光を道路等の敷地外の空間に

求めたり,光 カットを行う例が多い。この結果,建 物南側の空地が 日影規制の想定 した5m以 上ある

ものは少なく・これらの建物自体が将来も良好な日照を得 られるかどうかはかなり疑問である。

さて,本 章の冒頭において,日 影規制の影響には,容 積率の低下,建 築形態の工夫,日 影規制の適

用を逃れる.の3つ のものが考え られることを述べた。検討の結果,日 影規制のために容積率が低下

したと思える例もあるが,そ れは自建物の居住性の良さを求めた一部の例に止まり,む しろ2,3番

目の影響の方が強いことが明 らかとなった。確かに,日 影規制は建築物の形態を周辺への悪影響が少

ない形にする効果は有 している・ しか し,そ の結果,建 物 自身の居住性は悪化 しており,前 章で示 し

た 「自らの居住性の良さか・それとも容積率の高さか」の選択において,後 者の方がより多 く選ばれ

ているようである。
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注1)所 有 関係 は,建 築確認 申請 と同時 に出され る市の 「建築確認申請許可等 カー ド」で調べた。 なお,

神戸市 では この種 のカー ドがないたあ,所 有関係を知 ることができなか った。

2)敷 地に接 する道路 の幅員が狭 い場合 は,許 容容積率が低下する こと もあるが,広 い道路 に接 してい

て も容積率 の高 くない ものがあ り,幅 員 の影響 はあまり認め られなか った
。

3)昭 和47年8月1日 制 定,昭 和53年4月1日 改正,第5節 に 日照 障害 の防止等に関す ることが定め ら

れてい る。

4)公 的住宅では,周 辺に対 して 日影規制 の許容限度 いっぱいの 日影 を及 ぼ してい るものが1件 あった

以外は,か な り余裕を もって諸規制 をク リア していた。

5)た だ単 に屋上パ ラペ ッ トが採光上 の許容 限度 い っぱいの位置にあるだけでカ ッ トのないものは光 カ

ットに含めていない。

6)住 棟の端の住戸のみが採光を道路 に も頼 っているもの も,道 路側以外か らの採光が他住戸なみに確

保 されて いる場合は 「自己敷地」に分類 し,採 光 の方位の分類 でも道路方向は無視 して考えた。

7)廊 下,バ ル コニーを含まない居室の奥行 は,6m台 か ら15mま で広 く分布 していた。奥行 と容積率

とに関係が あるので はないか と分析 したが,奥 行 の浅 いものは道路条件 に恵まれていたり形態の工

夫を行 って いるため,両 者の間に関連を認める ことがで きなか った。

8)そ の大半 は幅員が4m前 後であ った。 従 って,道 路端か ら3m前 後後退すれば,道 路 中央か ら5m

の距離を とることとなる。
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第13章 日影規制の考 え方と問題点

日影 規 制 が 建 築物 に与 え る影 響 を,第11章 で は 建物 モ デ ル を 用 い て 理 論 的 に検 討 し,前 章 で は実 際

に 建 築 され て い る居 住 用建 築 物 の形 態 を 分析 して 考 え て きた 。 そ の 結果,日 影 規 制 の 効 果 は か な り大

き く,建 築物 の形 態 に少 なか らぬ影 響 を与 え て い る こ とが 明 らか とな ったbこ の 意 味 で は,日 影 規 制

は 効 力 を 有 して い る と言 え よ う。

しか し,日 影 規 制 が 真 に 効 力 を 有 して い る か ど うか は,規 制 の 目 ざ した 目標 日照時 間 が得 られ るか

ど うか で 判 断 され ね ば な らない 。 そ こで,本 章 で は まず 日影 規 制 は ど の よ うな考 え方 で つ く られ た も

の で,規 制 値 は ど う定 め られ た の か に つ い て述 べ る 。続 い て,目 標 日照 時 間 を得 る と い う点 か ら考 え.

規制 の ど こが 不 十 分 で あ り,ま た ど こに余 裕 が あ るの か,そ して それ らの 原 因 は 何 なの か,に つ い て

検 討 を行 い た い。

な お.日 影 規 制 の 目標値 そ の もの も,い くつ か の 間 題 を 有 して い る。本 章 で は これにつ い て も触 れ る

こ とと した い 。

13-1日 影 規 制 の 考 え 方

日影 規 制 は 昭 和40年 代 後 半 の 日照 問 題 に 関 す る議 論 や検 討 の な か か らつ くられ た もの で あ り,,そ の

考 え 方 は ほぼ 明 らか と され てい る。 こ こで は,2-3に お い て も触 れ た全 国市 街 地再 開発 協会 の 「住

宅地 の 日照 実 態 と 日照 に関 す る基 準 」 を 中心 と して,表13-1の よ うな 日影 規 制 の考 え方 を検 討 しよ

う。

表13-1 日影規制の概要

用途地域 規制対象
建築物

測定面
高さ

種
別

規制日影時間

ab
目標日照時間

第一種

住居専用地域

軒 高が7mを

超 える か、地

上3階 建 以上

1'5m

(一)

(二)

(三)

3時 間,2時 間

4〃r2.5〃

5〃,3ク

1階 で4時 間

〃3〃

〃2',

第二種

住居専用地域

高さが10m

を超 え るも の 4m

(一)

(二)

(三)

3時 間,2時 間

4〃r2.5〃

5〃r3〃

2階 で4時 間

"3〃

〃2〃

住居 ・近隣 商業

・準 工業地 域 〃 4m
(一)

(二)

4時 間,2.5時 間

5〃,3〃

2階 で3時 間

"2〃

注)a:敷 地境 界線 か らの距離 が5～10mの 範 囲の規制 値(5m値)

b:〃10mを 超える"(10m値)

(1)5m値 の 考 え 方

これ まで・ 日影 規制 の規 制 値 に は敷 地 境 界 線 か らの距 離 が5～10mの 範 囲 の も の(「5m値 」 と略

す)と ・ 距 離 が10mを 超 え る範 囲 の もの(「10m値 」 と略 す)が あ る こ と を述 べ て きた 。 ここで ,ま
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ず5m値 に つい て考 え方 を 説 明 しよ う。

中高 層建 築 物 が1棟 しか建 た な い場 合 を 考 え る。 あ る点 で 冬 至 にi時 間 以 上 の 日照 を 得 るた め に は,

その点 が 日影 とな る時 間 が 〔冬 至 の有 効 日照 時 間 一i時 間 〕 以 内 で あ れ ば よい 。 しか し,現 実 に は 日

影 規 制 の 対 象 とな らな い低 層 住 宅 に よ って あ る程 度 日照 を 阻 害 され るのが 通 例 で あ る 。 そ こで,次 の

よ うな 式 が 考 え られ る。

規 制 対 象 日影 時 間=冬 至 の 有 効 日照 時 間 一低 層住 宅 に よ る 日影 時 間 一i時 間

こ う して定 め た規 制 対 象 日影 時 間 を 超 え る影 を 住 宅 の 主 な 開 ロ部 に及 ぽ す と,i時 間 の 日照 は得 ら

れ ない 。従 って,こ の 日影 が敷 地 外 に はみ 出す 距 離 を 一般 住 宅 の主 開 口部 の前 に あ る庭 の奥 行 以 内 に

制 限す る必 要 が あ る 。

日影 規制 は,冬 至 の有 効 日照 時 間 を8～16時(真 太 陽 時,以 下,時 刻 はす べ て 真太 陽 時 で 示 す)の

8時 間(北 海 道 の 区域 は 除 く),低 層住 宅 に よ る 日影 時 間 を1時 間 と考 え た。 従 って 〔7-i〕 時 間 の

日影 を 規 制 す れ ば 良 い こ と とな る。 目標 日照時 間 と して は4時 間,3時 間,2時 間 の3種 類 を 考 え た

ので,各 々3,4,5時 間 の 日影 が 規制 対 象 とな る 。 そ して,平 均 的 な一 戸 建 住 宅 が住 宅 の 南 側 に確

保で き る庭 の 奥 行 を5mと 考 え て い るの で,中 高 層住 宅 は この3,4,5時 間 の影 を敷 地 か ら5m以

上 外 へ 出 さな い よ うに 規 制 しよ う,と い うの が5m値 の考 え方 で あ る。

な お,以 上 の 説 明 の う ち,疑 問 に 思 え るの は 低層 住 宅 に よ る 日照 阻害 を1時 間 しかみ てい な い点 で

あ ろ う。 これ につ い て は次 の よ うに 説 明 され て い る。図13-1の よ うに1棟 の 中 高層 建 築 物 とA～L

の低 層 住 宅 が 並 ん で い る場 合 を 考 え る。H～Lの 住 宅 は

確 か にC～Gの 住 宅 で か な りの 日照 阻 害 を 受 けて い るが,

更 に 南 に あ る 中高 層 建 築 物 の影 はD,E,Fな どの もの

と重 な って しま っ て実 態 的 な影 響 は少 な い場 合 が 多 い 。

従 って,南 側 低 層 住 宅 に よ る 日照 阻 害 を 問 題 にす る必 要

が あ るの はC～Gな ど中高 層 建 築 物 の敷 地 に隣 接 す る宅

地 に つ い て で あ り,こ れ らに つ い て は平 均 的 に は1時 間

程 度 が 適 当 だ と考 え られ る,と い う こ とで あ る 。

ま た,低 層 住 宅 に 関 し,規 制 対 象 とな った先 の3.4,

N

▲[至]国 匡]国[司

国 口 回 匡コ国

国 !z房 彪 ク〃

セ〃♂〃乃

回

図13-1単 独 日影 と低 層 住 宅

5時 間 の 影 を敷 地 か ら5m以 上外 に 出 す こ

とが ない か ど うか も検 討 した が,極 端 な 建 て方 を した場 合 には1階 の 窓 の レベ ル に3時 間 以 上 の影 を

及 ぼす こ とが あ り得 るが,平 均 的 な 場合 に は 問題 は な い こ とが わ か った,と して あ る。

(2)複 合 日影 と10m値

確 か に,中 高 層 建 築 物 が1棟 だ けで,低 層 住 宅 に よ る 日影 も1時 間 以 内 の場 合 に は,5m値 の 規制

に よ って 目標 日照 時 間 を 得 る こ とが で き る。 しか し,現 実 に は2棟 以上 の 中高 層 建 築 物 の影 響 を 受 け

るケ ー ス も あ り,都 市 の 中高 層 化 の進 展 に伴 って この よ うな ケ ー スが 増 加 して い くこ と と思 わ れ る。

そ こで,目 標 日照 時 間 を得 る た め に は2棟 以 上の 建 物 に よ って 生 じる複 合 日影 へ の対 策 を た て て お く

必 要 が あ る 。 日影 規 制 の10m値 は,こ の 複 合 日影 へ の 対 策 の た め に つ く られ た もの で あ る。

い ま,あ る 点 に対 してn棟 の 中高 層 建 築 物 が 日影 を 及 ぼ して い る と考 え る。n棟 の及 ぼ す 日影 時 間

が 同 じで あ り,ま た 中 高層 建築 物 が 多 い た め低 層 住 宅 の 日影 は 考 え な くて良 い とす る と,冬 至 にi時

間 以上 の 日照 を得 るた め に は,次 の 式 で 導 か れ る 日影 を 規 制 す る必 要 が あ る 。
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規 制 対 象 日影 時 間=(冬 至 の 有 効 日照 時 間 一i時 間)÷n

しか し,日 影 は建 物 の 真 北 を 中 心 に 生 じ,東 西 に あ る程 度 の広 が りは持 つ が そ の 方 向 が 限 定 されて

い るの で,何 棟 もの 建 物 か ら同程 度 の 日影 を受 け る こ とは考 え られ な い 。 や は り中 心 とな るの は2棟

に よ る影 響 で あ る 。 そ こで,上 式 は 次 の よ うに変 形 さ れ る 。

規制 対 象 日影 時 間=(冬 至 の 有 効 日照時 間 一3棟 目以 下 に よ る 日影 時 間 一i時 間)÷2

こ う して求 め られ た 規 制 対 象 日影 を,通 例 見 られ る南 庭 の奥 行 の距 離 ま で しか敷 地 外 に 出 さ ない こ

と とす れ ば,複 合 日影 へ の 対 策 は 十分 と見 る ことが で き よ う。

しか し,日 影 規 制 は,こ の 考 え とは2つ の点 で 異 な っ て い る 。第 一 は,3棟 目以 下 に よ る 日影 時間

を全 く考 え て いな い こ とで あ り,第 二 は,規 制 対 象 日影 が 敷 地 外 に はみ 出 して よ い距 離 を,南 庭 の奥

行 で な くて隣 接 一 宅 地 の 奥行 に相 当す る と考 え た10mと した こ とで あ る。 これ に関 し,「 住 宅 地 の 日

照実 態 と 日照 に 関 す る基 準」 は次 の よ う に述 べ て い る。

『た とえ この よ うな複 合 日影 が で き た と して も この 時 間 の 日影 の 敷 地 外 はみ 出 し距 離 を 隣 接一 宅 地

(約101n)程 度 に 限 定 す れ ば,日 照 時 間 の 目標 値 を 割 る箇所 は 非 常 に 狭 い 区 域 に限 定 され,か つ,目

標 時 間 を 下 まわ る程 度 も1時 間 を 超 え な い 程 度 で あ る の で,こ の程 度 の は み 出 しを 認 め て も差 支 え な

い と考 え られ る。 た だ し,こ の時 聞 の 日影 が 隣 接一 宅地 を越 え て は み 出 す と,別 の 三棟 目の 中高 層建

築 物 の 日影 が そ こに 重 な る可 能 性 が 大 き くな り,そ の結 果 日照時 間 の 目標値 を 割 る住 宅 が一 気 に増加

す るの で この程 度 が は み 出 しの 限 界 で あ ろ う。』

こ う して 定 め られ た のが10m値 の 規 制 で あ る 。冬 至 の有 効 日照 時間 を8時 間 と考 え て い る ので,規

制 日影 は 〔(8-i)÷2〕 時 間 に な る。従 っ=(,4,3,2時 間 の 目標 日照 時 間 に対 す る規 制 値 は

各2,2.5,3時 間 で あ る。

な お,2棟 の 中高 層 建 築 物 に よ る複 合 日影 に,低 層 住 宅 に よ る 日照 阻 害 が加 わ った時 に つ いて は,

次 の よ うな検 討 を行 って い る。 図13-2の(a)の よ う に2棟 の 中高 層 建 築 物 か連 続 して建 って い る

口 ■ 口 口 口 口

口 口 口[至]口 口

国
。"鑛 易 二、 三

(a)

図13-2

回

・ 口 口

▲ 匡コ[i]
口

回

巨].

諺携 〆難 〃

複合日影と低層住宅

(b)

場 合 が・ 複 合 日影 の 影 響 は最 も大 きい と思 わ れ るが,最 も長 時 間 の複 合 日影 を 受 け るC,Dに 対 して

は ・A・Bな ど の南 側 の 低 層 住 宅 は ほ とん ど 日照 阻 害 を 及 ぼ さな い 。 但 し,同 図(b)の よ うに2棟

の 中 高 層建 築 物 が 中間 に 宅 地 を は さむ場 合 は,長 時 間 の 複合 日影 を受 け るCに 対 し,南 側 の住 宅Aに

よ る 日照阻 害 が 加 わ るケ ー スが あ る こ とは 認 め て い るが,「 これ は レア ケ ー スで あ る」 と して退 けて

い る 。

以上 の説 明で わ か るよ うに,10m値 の 規制 は複 合 日影 へ の 対策 の た め の もの で あ るが,5mと い う
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十 分 な奥 行 を もつ 南庭 の あ る住 宅 に お い て も 目標 日照 時 間 の 確保 は断 念 され て お り,し か も3棟 目以

下の 建 物(中 高層,低 層 を 問 わ な い)に よ る 日影 の 影 響 も考 慮 され て いな い 。10m値 の 規制 は複 合 日

影対 策 と して は不 徹 底 な もの で あ り,目 標 日照 時 間 が 得 られ な い ケ ー スが 出 る恐 れ が少 な くない,と

言え よ う。

他 方,2棟 の 中 高層 建 築 物 が 建 て ば必 ず 複 合 日影 の た め に 日影 時 間 が2倍 に な る,と も限 らな い 。

この よ うな 見 地 か ら.日 影 規制 は5m値 を 中心 とす べ きで,10m値 は 確 た る モ デル の な い 「まぼ ろ し

の規制 であり,不 必要だという考えを表明する者もいる1≧ 勲 に,5m値 の方}耀 論的にかなり

の説 得 力 を も って い る が,10m値 で は それ ほ どで もな い 。後 に詳 し く述 べ る よ うに,目 標 日照 時間 を

確保 す る とい う観 点 か らみ る と,10m値 は緩 す ぎ る場 合 も厳 しす ぎ る場合 も あ り,扱 い に くい存 在 で

あ る。

13-2 日影規則の不足点と余裕点

前 節 の 検 討 に よ って,日 影規 制 が どの よ う な考 え に よ って つ くられ た ものか を 明 らか にす るこ とが

で きた。 この 日影 規制 に は,不 十 分 な点 も あ る と同 時 に,こ こ まで は い らない とい う余 裕 の あ る点 も

見 出 す こ とが で き る。 そ こで,以 下 で は この 不 足 点 と余裕 点 の検 討 を 行 う 。

(1)規 制 の 不 十 分 な 点

日影 規 制 の 不 十 分 な 点 は,前 節 の規 制 の考 え 方 を 見 れ ば比 較 的 簡単 に 知 る こ とが で き る。

不 足 点 の 第 一 は,そ の 目標 日照時 間 に あ る 。第7章 の 郊外 一 戸 建住 宅地 の調 査 に お いて,日 照 の 目

標水 準 はた だ 単 に 日照 時 間 の み で な く,日 照 の 時 間 帯 とそ の測 定 位 置 を含 めた3要 素 に よ って設 定 さ

れ る必 要 が あ る こ と,お よ び調 査 地 に お いて 妥 当 と認 め られ る 日照 の 目標 水 準 は,冬 至 の 日に住 宅 の

床上0.5mに お い て9～15時 の6時 間 の 間 に 各部 屋 に4時 間 の 日照 が あ り,加 え て居 間 に は10～14時

の4時 間 中 に3時 間 の 日照 の あ る こ と,を 明 らか に す るこ と がで きた 。 そ して,8～16時 の8時 間 の

間 の 日照 時 間 と 日照 阻害 に よ る被 害 ラ ンク との 間 に は そ れ ほ ど大 きな 関連 は見 出せ なか った 。

しか し,既 に 述 べ た よ うに,日 影 規 制 は有 効 日照 時 間 を冬 至 日の8～16時 の8時 間 と して い る(北

海道 の 区 域 は 除 く)。 目標 日照 時 間 の方 は4,3,2時 間 の3種 類 が あ るが(表13-1参 照),こ れ

は第 一種 住居 専 用 地域 で は1階 の窓 の 中央 に あた る地上1.5mで,そ れ以 外 の 地域 で は2階 の 窓の 中

央 に あた る地上4mで 確 保 す る も の と考 え られ て い る。 そ こで,有 効 日 照 時 間 を8時 間 と 長 く考

え て も 良 い の か,2時 間 と い う 短 い 目標 日照 時 間 も認 め て良 い の か,そ して 第 一種 住 専 で は1階

の,そ れ 以外 で は2階 の窓 の 中央 と い う高 さの 日照 で 良 い の か,と い う3つ の 問題 が生 じる。

この3つ の 問題 の な か で最 も大 き な問 題 は,有 効 日照 時間 の と り方 で あ ろ う。 第7章 の 調 査 で8～

16時 の 日照時 間 と被 害 ラ ン クの 間 に あ ま り関 係 を 見 出 す こと がで きな か ったの は・ 朝夕 の 日射 の 弱 さ

にあ る と思 わ れ る 。正 午 前 後 に隣 家 の 日影 と な る家 の主 婦 の なか には,「1日 の う ちの一 番 い い 時 に

日が あ た らな い 」 とか,日 ざ しが 強 くな って 「暖 か くな ろ うと して くる時 に 日が あた らず,部 屋全 体

が 寒 い 」 と述 べ る 者 もお り,い ず れ も被 害 の 深 刻 な ラ ンクAに 属 して い た 。 しか し・ 日影 規 制 は8～

9時 の間 の1時 間 の 日照 と11～12時 の正 午 前 後 の 日照 とを,同 じ 「1時 間 」 と して同 格 に見 てお り,

大きな疑問である21
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な お,朝 夕 と正 午 前 後 の 日射 の 強 さの 差 は,緯 度 が 高 い ほ ど大 き くな る。 日影 規 制 で も,北 海道 に

つ い て は有 効 日照 時 間 を9～15時 の6時 間 と して い る。確 か に これ は妥 当 な 方 策 で あ ろ うが,北 海 道

以外 の 地域 に お い て も,8～16時 の8時 間 を 有 効 日照 時 間 と して い る こ とに つ い て 再 考 す る必 要が あ

ろ う。

また,第 一 種 住 居 専 用 地 域 以 外 にお い て は,1階 レベ ル で の 日照 を 断 念 して い る こ と も問題 で あ る。

第2部 の は じめ に述 べ た よ う に,確 か に今 日で は 住 宅 の主 流 は2階 建 に な って きて い る・ しか し,昭

和53年 の 住 宅統 計調 査 に よ っ て も,な お 一戸 建 住 宅 の43.0%が 平 家 で あ り,こ の 率 は 地 方 に い くほ

ど高 ま り,宮 崎,鹿 児 島,沖 縄 の3県 で は8割 以 上 とな る。 また,2階 建 の 家 で あ って も,2階 は子

供 部屋 だ けで昼 間 の生 活 は1階 部 分 で 行 わ れ る例 も多 い 。 日照 を 確 保 す る レベ ル を全 国一 律 に扱 った

この考 え に も,大 きな疑 問 が あ る と言 え よ う。

以上 は 目標 日照 時 間 そ の も の に対 す る疑 問 点 で あ った 。 日影 規 制 に 対 す る疑 問 は これ に 限 られ ず,

た とえ そ の 目標 日照 時 間 を是 認 す る と して も,い くつ か の 不足 点 が あ る。

不 足 点 の第2は,住 宅 の南 庭 に 日影 規 制 が 想 定 した よ うに5mも の奥 行 が あ るの か ど うか とい う点

で あ る 。確 か に,あ る程 度 以 上 の敷 地 にお い て は5～6mの 奥 行 の 南 庭 が と られ る傾 向 は あ る 。 しか

し,そ の た め に は一 定 の 条件 が必 要で あ り,田 代 順 孝 氏 らの 東 京都 区 部 に お け る調 査 に よ る と3!敷

地 面積150㎡ 以 上,建 ぺ い率40%以 下.空 地 面 積70η2以 上 の レベ ル で 住 宅 の5割 が5mの 南 庭 を確i

保 して お り,8割 の 住 宅 が そ れを 確 保 す るの は 敷 地 面 積200㎡ 以 上,建 ぺ い 率30%以 下,空 地 面 積

110㎡ 以 上の レベ ル で あ った 。昭 和53年 の 住 宅 統 計 調 査 に よ る と,150㎡ 以 上 の 敷 地 が あ るの は

一 戸建 住 宅 の62 .8%,200π2以 上 は46.8%で あ り(一 戸 建 ・長屋 建 の 計 で は 各55.6%と41.

1%),建 ぺ い率 が40%未 満 で あ るの は 一 戸 建 ・長 屋建 住 宅 の49.9%で,30%未 満 は31.1%

に 限 られ て いた 。 これ か ら推 定 す る と,5mの 南 庭 を 有 す るの は一 戸 建 住 宅 の半 数 に 満 た な いで あ ろ

う距従 って,半 数 以 上 の住 宅 は 日影 規 制 の 前 提 を 満 た して い な い と思 わ れ,こ れ らの 住 宅 の 日照 を ど

う考 え るか が 問 題 とな る 。 日影 規 制 は この 点 に 関 す る考慮 を 行 って お らず,目 標 日照 時 間 の確 保 の た

めには不十分だと思われる4!

不 足 点 の第3は,規 制 対 象 建 築 物 の 範 囲 に あ る。 第一 種 住 居 専 用 地 域 で は 軒 高 が7m以 下,そ の 他

で は高 さが10m以 下 の建 築 物 につ いて は 日影 規 制 が 適 用 され な い 。 この 結 果,12-1で 明 らか と した

よ うに,日 影 規 制 が 行 わ れ て い る 区域 で は 規 制 にか か らな い 限 度 い っぱ い の 建 物 が 少 な くな い 。 も し

これ らの規 制 対 象外 の建 物 に よ る影 が 日影 規 制 に よ る影 を 上 まわ る恐 れ が あ るな ら,規 制 の 意味 は大

き く減 じ られ る こ と とな る だ ろ う。 そ こで,図13-3の よ うに,敷 地 境 界 線 か ら1 .5mの 距 離 を おい

て高 さ10mの 長 い建 物 が 建 って お り,そ の 北 に は5mの 庭 を もつ 住 宅 が あ る と考 え る。 この場 合 の住

宅 南 面 での 冬 至 の 日照時 間 を地 上4mで 計 算 した 結 果 が 表13

-2で あ る。 驚 くべ き こ と に,回 転 角 θが 小 さい 場 合 に は 全

く 日照 が得 られ ず,回 転 角 を30～45。 に して も,太 陽 光 線 と

建 物 の 面 との水 平 角15。 以 内を 除 外 す る と,せ い ぜ い2時 間

の 日照 が得 られ る に過 ぎ ない 。 も ち ろん,実 際 に は 南 側 の 建

物 の 長 さは有 限 な の で棟 の 隙 間 か らの 日照 が あ る とは 思 わ れ

るが,あ ま り多 くを 期 待 す る こ と はで きな い だ ろ う。 θ=oo

の 真 南 向 き の場 合,地 上4mで4時 間 の 日照 を 確 保 す るた め
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表13-2高 さ10mの 建 物 と 日照 時 間

棟 間 間隔 が6.5m(5+1.5m}の 時 の 日照 時 間 θ;0。 で必 要 な棟 間 間隔(m)

0。15。30,450 2時 間3時 間4時 閻

北緯35。

北緯32。

(,.◎ 〔=㌧(⊃2。2(1.3)5。(,(1。8)

`⊃。り0.⊂ 〕 苫.1(2.2)5。5(2.1,

10.(,10.51L1

9.09。39.8

注)()内 は太陽光線と建物面 との水平角が15。以内を除いた時の日照時間

には,高 さ10mの 建 物 と の間 に必 要 な棟 間 間 隔 は 北 緯35。 で は約11m,北 緯32。 で は約10mと な り,

2時 間 の 日照 の た め で も各10mと9m前 後 が 必 要 と され るが,こ の よ うな空 地 を 確保 す る効 果 を 日影

規 制 に 期待 す る こ とは で きな い。 な お,第 一 種 住 専 に お い て も規 制 対 象外 の建 物 に関 して同 じよ うな

ことが 言 え る。

不 足 点 の 第4は 複 合 日影 へ の対 応 が 不 十 分 な こ とで,こ れ は既 に 各方 面 か ら指 摘 され て い る5払 複

合 日影 に対 して 考 え られ た の が10m値 で あ るが,先 に13-1の(2)で 述 べ た よ うに,3棟 目以 下 の 建 物

に よ る 日影 を考 慮 して い な い 点 と,規 制対 象 日影 が 敷 地 外 に は み 出 して よ い距 離 を,南 庭 の奥 行 の5

mで な く10mに した 点 が 問 題 で あ る。従 って,3棟 の建 物 か ら影 の影 響 を受 け る場 合 は も ちろん,2

棟 か ら しか 影 響 を 受 け な い場 合 に お い て も,5m程 度 の 南 庭 しか持 た ない 住 宅 に お い ては 目標 日照 時

間 を得 る こ と は望 み に くい。

以上 の よ う に,日 影 規 制 に は多 くの 不 足 点 が あ り,現 行 の 規 制 で市 街 地 住 宅 の 日照 を 確 保 して い く

こ とは か な り困難 で あ る 。

(2)規 制 の余 裕 の あ る点

先 に 述 べ た よ うに,日 影 規 制 は多 くの不 足 点 を も って お り,こ れ だ け考 え る と規制 を更 に厳 し くす

る こ とが必 要 だ とい え る 。 しか し,規 制 の 効 果 を 詳 し く検 討 してい くと,不 足 点 の み で な く,こ こま

で は必 要 が な い ケ ー ス もあ る の で は な いか と思 わ れ る点 も見 出す こ とが で き る。 そ こで こん どは 日影

規制 には どの よ うな 余裕 が あ るか を考 え よ う。

先 に,不 足点 の 第2に 南 庭 が5mな い場 合 を あ げた が,こ れ は 日影 規制 が南 庭 を5mと 考 え て つ く

られ てい るか らで あ る。 従 って,も し5mよ りも長 い 南 庭 や そ れ に相 当 す る空 間 の あ る場 合 に は,余

裕 が あ る こ と とな る。 この よ うな 余裕 が生 じる ケ ー スに は,建 物 に比 較 して ゆ った りと した敷 地 が あ

る場 合,採 光 の た め に5mを 超 え る 南 側空 地を 確 保 す る必 要 が あ る場 合,お よ び 南側 に 道 路等 が あ り,

そ の幅 の 半 分 を 離 に 加 え る と5mを 超 え る場 合6,)の3つ が あ る 。第1の ケ ース1まな か なか 勤 な

い と思 わ れ るが,第2の ケ ー ス は光 カ ッ ト(図12-8参 照)を 行 わ な い場 合 に は,5階 建 以上 の南 面

採光 建 物 で は 可 能 性 が あ る。 また,12-2の(5)で 分 析 した よ う に,南 側 に道 路 が あ る場 合 で も一 定

の南 側 空 地 を 有 す る もの が 多 い の で,道 路 等 の 幅 が10m前 後 以 上 あ る時 に は第3の ケ ー スが か な り生

じる と思 われ る 。 これ らが 第1の 余 裕 点 で あ る。

第1の 余 裕 点 は 日影 と な る側 で の 日照 確 保 へ の 努 力 とい う側 面を もつ の に対 し,第2,第3の 余 裕

点 は 日影 の性 質 自体 に起 因す る もの で あ り,よ り重 要 で あ る 。 日影 規 制 に お い て は,規 制 日影 が 敷 地

か ら5m,ま た は10mの と ころ に考 え た ライ ンの1点 で も超 え る こ と は許 され ない 。 しか し,図13-

4に 示 した よ うに,ラ イ ン(図 中の 点 線)上 の す べ て の 点 で 日影 時 間 が 同 一 に な る こ とは まず あ り得
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図13-4

(a)

5、,10mラ イ ン上 の 余 裕

(b)

な い た め,余 裕 の あ る部 分 が 生 じる。特 に 図13-4の(b)の 場 合 に は,ほ ぼす べ ての 点 で 余 裕 が あ

る こ とが わ か る。 これ が 第2の 余 裕 点 で あ る 。

先 に不 足 点 の 第4と して,複 合 日影 へ の対 応 の不 十 分 な こ とを あ げた 。 確 か に現 行 規 制 の 複合 日影

へ の対 策 に は 問 題 が あ る 。 しか し,2棟 以上 の建 物 が 建 て ば 必 ず 複 合 日影 が 生 じて 日照 時 間 が 減少 す

る,と も限 らな い 。 日照 の 減 少 は 僅 か の場 合 も あ る し,ま た 複 合 日影 が 生 じな い ケ ー ス もあ るだ ろ う。

この よ う な場合 に は,複 合 日影 へ の対 策 で あ る10m値 の 規 制 は必 要 な くな る。 第11章 で 明 らか に した

よ うに,5m値 は 中層 建 物 の 真 北 に 近 い方 向で しか 効 果 が な く,高 い 建 物 や 東 西 に近 い 方 向 で はす べ

て 工Om値 の 効果 の方 が 強 い。 従 って,こ れ ら10m値 の 効 果の あ る場 合 に 複 合 日影 が 生 じな い とすれ ば,

か な り余 裕 が あ る こと に な る。 更 に 言 うな らば,5m値 で は 目標 日照 時 間 と規 制 日影 との 間 に1時 間

相 当の 差 が と られ て いた が,も し1棟 のみ の影 に しか な らず 複 合 日影 を 受 けな い とす るな らば,こ の

1時 間 の 差 も余 裕 と な る 。

以 上 の よ うに,日 影 規 制 に は不 十 分 な点 の み で な く,余 裕 の あ る点 も見 出す こ とが で き る。 そ こで

問 題 と な るの が,ど の よ うな 場合 に不 足 点 が 生 じ,ど の よ うな 場 合 に 余 裕 点 が 現 わ れ るか,そ して 両

者 の 関 係 は ど うな っ てい るの か,と い うこ とで あ る。 第2の 不 足 点 と第1の 余 裕 点 は 南庭 に 関 す る も

の で あ り,第3の 不 足 点 は 規制 対 象 建 築 物 の 範 囲 に 関 す る もの で,こ の よ うな 現 象 が い つ 生 じるか は

明 らか で あ る。 しか し,複 合 日影 に関 す る第4の 不 足 点 と第3の 余 裕 点 に つ い て は 細 か い 検討 が 必要

と され,こ の複 合 日影 の 生 じ方 が,第1の 不 足 点 で あ る 目標 日照 時 間 と,第2の 余 裕 点 で あ る5m,

10mラ イ ン上 の 日影 時 間 に も関連 を有 して い るの で あ る。 そ こで 節 を 改 め,複 合 日影 に つ い て検 討 す

る こ と と しよ う。

13-3複 合 日 影 の 検 討

複 合 日影 とは,あ る点 が た だ単 に2棟 以上 の 建 物 の 日影 とな るだ け で は な く,一 般 に2棟 以 上 の建

物 に よ って1棟 の時 よ り も長 く日影 に な る こ とを 意 味 す る。 従 って,2棟 以上 の 建物 の 日影 に入 るか

らとい って・ 必 ず 複 合 日影 が 生 じる とは 限 らな い 。 そ こで,こ こで は 複 合 日影 を 検 討 し,日 影 規 制 の

不 足 点.余 裕 点 の問 題 も考 え て み た い 。

(1)ヤ ネ ゴ エ 日照 と ス キマ 日照

あ る点 の 南 側 に 建 物 が 建 った 場 合,そ の 点 は 時 刻 に よ って は 日が あ た り,時 刻 に よ って は影 と な る。
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ヤネゴエ日照 、

図13-5 日照の種類

(a)ヤ ネ ゴ エ 日照

至

寒

冬

大

1C=;1

/
8時

著テ齢=§
14

ヤ
16読

比り

(b)ス キ マ 日照

(c)9～15時 の ス キマ 日照

冬 至

〆一 大 寒

図13-6ヤ ネ ゴ エ 日照 と ス キ ・7日 照

この う ち 日が あ た る場 合 に つ い て考 え る と,

図13-5の よ うに,太 陽 光 線 が建 物 の上 を こ

えて くるケ ー スと,建 物 の な い隙 間 の 部分 か

ら来 るケ ー スが あ るの が わ か る。 同 じ日照 と

い っ て も両者 の性 質 は 非常 に異 な るの で,前

者 を ヤネ ゴエ 日照,後 者 を ス キ マ 日照 と呼 び,

比 較 検 討 した い7!

図13-6の(a),(b)は ヤ ネ ゴエ 日照

の み と スキ マ 日照 の み の状 況 を 示 した もの で,

建 物 は 真南 向 き と して い る 。先 の 図11-3と

比 較 す る と,ヤ ネ ゴエ 日照 のみ の 時 は 日影 が

飽 和 して お り,ス キマ 日照 の み の 時 は 臨界 で

あ るこ とがわ か る。従 って,ヤ ネ ゴエ 日照,

スキ マ 日照 は建物 の 日影 の臨 界 と飽 和 に関 連

して い る 。

臨 界 と は それ 以上 建 物 を 高 く して も 日影 時

間 が 変 わ らない 状 況 で あ り,飽 和 と は建 物 の

長 さや 幅を 長 く して も 日影 時 間 が 変 わ らない

現 象 で あ った 。 従 って,ヤ ネ ゴエ 日照 では 建

物 を横 に伸 ば して も 日照 時 間 は 変 わ らない が,

建物 を高 くす る と 日照 時 間 が 減少 し,低 くす

る と増 加 す るρ 他 方,ス キ マ 日照 で は建 物 の

高 さを変 化 させ て も 日照 時 間 は変 化 しない が

(但 し,低 く した結 果 ヤネ ゴエ 日照 が 得 られ

るよ うに な る と,日 照 時 間 が 長 くな る),建

物 を 横 に伸 ば す と 日照時 間 が減 少 し,横 方 向に 縮 め る と増 加 す る 。 この こ とか ら,あ る地 点で{時 間

の 日照 が得 られ る場 合,そ れ が ヤ ネ ゴ エ 日照 な らば そ の 点 よ り上 で は 建物 高 さが 相 対 的 に減 少 す る の

でi時 間以 上 の 日照 が得 られ,下 で はi時 間 以 下 の 日照 しか期 待 で きな い が,ス キ マ 日照 の場 合 に は

下 で も上 で も 日照 はi時 間 と な る こ とが わ か る 。 この よ うに,ヤ ネ ゴ エ 日照 は高 さの 差 に対 して 敏感

で あ る 。

な お,あ る点 か ら建 物 側 に近 づ けば 日照 時 間 が 減 少 し,遠 ざか れ ば 増 加 す るの は 両 者 に共 通 して い

るが,そ の 程 度 は10階 前 後 まで の 建 物 で は ヤ ネ ゴエ 日照 の方 が は るか に 大 きい 。

先 の図13-5,6を 見 る と,一 般 に ヤ ネ ゴ エ 日照 は高 い地 点か ら得 られ る の に対 し,ス キ マ 日照 は

そ うと は限 らな い。 従 っ て,ヤ ネ ゴ エか ら得 られ る 日照 は正 午 前 後 の もの が多 いの に 対 し,ス キ マか

らの 日照 は そ うで な く,む しろ朝 夕 の 日射 の 弱 い 時 間帯 の も のが 多 い 。 この た め,日 照時 間 は同 じで

あ って も,日 射 量 は ヤ ネ ゴ エ 日照 の 方 が 多 い の が 一般 的 で あ る 。 また,こ の 日照 の あ る時刻 の差 は 有

効 日照 時 間 帯 の 問 題 と も深 い 関 連 が あ る。 図13-6(a)は 冬 至 日の8～16時 の8時 間 に4時 間 の ヤ

ネ ゴ エ 日照 が あ る例 を 示 した もの だ が,有 効 日照時 間帯 を9～15時 の6時 間 に した 場 合 に も同 じ く4
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ず そ の 建 物 の敷 地 の上 を 通 っ て く

る。 スキ マ 日照 に も敷 地 上 を 通 っ

て くる もの が あ るが,通 る とい っ

て も敷 地 の端 を か す め る程 度 の も

のが 多 く,も っぱ ら他 の 敷 地 上 を

通 っ て くる も の も少 な くな い 。

い ま,あ る建 物 に よ る影 が8～

16時 の 間 にj時 間 で あ る,と い う

場 合 を 考 え よ う。8-j=iと す

る とi時 間 の 日照 が得 られ る こと

が わ か る が.も し このi時 間 の 日

照 が ヤ ネ ゴ エ 日照 な らば,そ れ は

そ の敷 地 上を 通 って き た もの で あ

時 間 の 日照 が得 られ る こ とが わ か る。 同 図(b)は8～16の8時 間 に4時 間 の ス キ マ 日照 の あ る例 だ

が,こ の場 合 に有 効 日照 時 間 帯 を9～15時 の6時 間 に す る と,日 照 時 間 は2時 間 に 減 少 して しま う。

9～15時 の間 に4時 間 の 日照 を得 た け れ ば,同 図(c)の よ うに 建物 を横 方 向 に 半 分 弱 の 規 模 に しな

け れ ば な らな い。 この よ うに,ス キ マ 日照 は有 効 日照時 間帯 に対 して非 常 に 敏 感 で あ り,時 間 帯 を長

くと るほ ど多 く得 られ る。

な お,図13-6は 真 南 向 きの 建 物 に 関 す る も の で あ り,建 物 の真 南 か らの 回転 角 が 大 き くな る と,

図11-5の 鉛 直 面 日ざ し曲 線 か らわ か る よ うに,ヤ ネ ゴ エか ら も朝 夕 の 日照 が得 られ るよ うに な って

スキ マ 日照 と の差 が 縮 小 す る。 しか し,日 本 で は道 路 網 が ほ ぼ東 西 南 北 に通 って お り,20。 を こえ る

偏差 の あ る こ と は稀 で あ り,建 物 は道 路 に平 行 な も のが 多 い た め,ヤ ネ ゴ エ とス キ マ の差 は大 き いの

が一 般 で あ る 。

さて,日 影 規 制 は 冬 至 日の 日照 時閲 に着 目 して行 われ るが,冬 至 日は一 年 の う ち で最 も 日照 に恵 ま

れ な い 日で あ り,冬 至 以 外 の 日に は よ り長 い 日照 時 閲 を 望 め るの が 一 般 で あ る 。 そ こ で,図13-6

(a),(b)に は 冬 至 の ほ ぼ1ケ 月 後 に あ た る大 寒 の 鉛 直 面 日ざ し曲線 も示 したが,こ こで もヤ ネ

ゴエ 日照 と ス キ マ 日照 に 大 きな差 が 見 られ る。(a)よ り,冬 至 に4時 間 の ヤ ネ ゴ エ 日照 が あ る と,

大 寒 に は約5.7時 間 と 日照 時 間 が か な り長 くな る こ とが わ か る。 なお,こ の 長 くな る度 合 は 冬 至 の 日

照時 間 が 短 い 方 が 大 き く,冬 至 の1時 間 日照 は 大 寒 に は4.4時 間 の 日照 を 意 味 す る 。 しか し,ス キ マ

日照 の方 で は冬 至 と大寒 の 日照時 間 は ほ とん ど変 化 せ ず,図13-6(b)で は.冬 至 の4時 間 日照は

大寒 の4.2時 間 程度 の 日照 しか意 味 して い ない 。 しか も,同 図 右 に 点 線 で 示 した建 物 の よ うに,ス キ

マ 日照 で は冬 至 に は 日影 とな らな いの に大 寒 に 日影 とな るケ ー ス もあ る。

な お,建 物 が 真 南 向 きか ら回転 す る と,こ の 点 で もヤ ネ ゴ エ 日照 と ス キ マ 日照 の 差 は 少 しず つ縮 小

して い く。

最 後 に,太 陽 光線 が どの敷 地 の 上 を 通 って くるか を考 え よ う。 図13-7は 点Pに 関 す る建物Aの ヤ

ネ ゴ エ 日照,ス キ マ 日照 を上 か ら

見 た と こ ろで あ る 。 ヤ ネ ゴ エ 日照

は建 物 の上 を こえ て くる た め,必p

N

/

ス

キ

マ
日
照

修
U
、品

ろ
早

図13-7 太陽光線の経路
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る。 も ちろ ん・ そ の敷 地 上 に達 す る前 に は別 の 敷 地 の 上 を 通 って きた もの で あ るの で,別 の 建物 が 建

った場 合 に 日照 時 間 が減 少 す る可 能 性 は あ る(図13-7左 下 の建 物C)。 しか し,そ の た め に は別 の

建 物 の 高 さがか な り高 い必 要 が あ るの で,i時 間 の 日照 が複 合 日影 で 減 少 して い く可 能 性 は あ ま り大

き くな い 。他 方,i時 間 の 日照 が ス キ7日 照 の 場 合 には.そ れ は その 敷 地 の端 の建 物 の な い部 分 を か

すめ て き た か・他 の敷 地 の上 か らも た らされ た 日照 で あ る。 従 って,周 囲 に 同程 度 の 高 さの建 物B ,

Dが 建 つ こ とに よ って容 易 に 失 われ て しま うた め,複 合 日影 に よ っ て 日照 時間 は減 少 して い くと考 え

てお く必要 が あ る 。 つ ま り,ヤ ネ ゴ エ 日照 の場 合 はj時 間 の 日影 を 規 制 す る こと とi時 間 の 日照 を得

るこ とに は 大 きな 関 連 が あ り,複 合 日影 対 策 は あ ま り重 要 で な い のに 対 し,ス キ マ 日照 で は両 者 に は

あ ま り関係 が な く.何 時 間 の 日照 が 得 られ るか は複 合 日影 へ の対 策 に 大 き く依 存 して い る,と 言 って

よい だろ う。

表13-3 ヤ ネ ゴエ 日照 と ス キ マ 日照

ヤネゴエ日照 スキ マ 日照

日影の状況 飽和 してい る 臨 界 と なって い る

上下での日照時間 上下で大き く変化する 上下とも同じ

日照のある時刻 正午前後 の日射の強い時が多い 朝夕の日射 が弱い時が多い

冬至 日以外 の日照 日照時間が大きく増加す る 日照時間はほほ同じである

太陽光線と敷地 その建物敷地上 を通過して くる その敷地上か らとは限らない

複 合 日影i 生 じに くい 生 じる恐れが非 常に強い

以上 の ヤ ネ ゴ エ 日照 と ス キ マ 日照 の 特徴 を ま とめ た の が表13-3で あ る。 多 くの点 にお い て,ス キ

マ日 照 よ り も ヤ ネ ゴ エ 日照 の方 が す ぐれ て い る。 と言 え よ う。

(2)建 物 配 置 と複 合 日影

こ こで は,い くつ か の 建 物 配 置 につ い て 複合 日影 の生 じか た を検 討 しよ う。 な お,こ こで示 す 日影

図 は,1mメ ッシ ュの 交 点 に つい て コ ン ピュー ター で3分 ピ ッチ ・切 上 げの 手法 によ って計 算 した も

の を もと に作 成 した 。3分 ピッ チ ・切 上 げ を用 いた の は,建 物形 態 を 直 方 体 と したの で影 の形 の 近似

に よ る誤 差 の な いた めで あ り,1mメ ッ シ ュを採 用 したの は,第6章 の切 妻 ・寄棟 屋 根 の場 合 に比 べ

て 建物 規 模 が 大 きい ため で あ る。 建物 の寸 法 が2倍 に な る と メ ッ シュ間 隔 を2倍 に して も同 じ計 算精

度 が得 られ るた め,中 高 層 建 築 物 で は1mメ ッ シ ュで も 日影 計 算点 の 中 間点 の 日影 時間 を 補 間 で求 め

る こ とが 可能 で あ る(6-2の(2)を 参 照 す る こ と)。 ま た,建 物 の寸 法 等 は第11章 で扱 っ た建 物

モデ ル の も の を 用 い る ・

い ま,40m×10mで5階 建 の 建 物 が 真南 向 き に建 って い る とす ると,そ の 最小 限 敷 地 は 図11-8の

(a)の よ うに して 決 ま る。 この 建物 が東 西 に並 ん で建 った 時 の 日影 を 示 した の が図13-8で,(a)

が 規 制(二)(三)の 時(d1,d2;1.5m),(b)が 規制(一)の 時(dl・d2=4.43m)で

あ る。 両 者 と もに 日影 曲 線 の一 部 が飽 和時 と等 し くな っ てい る。 北側 に5mの 南庭 を も った住 宅 が 建

っ た場合 を 考 え る と,こ め住 宅 の 南面 の高 さ4mの 点 で は(二)(三)で は 目標 日照 時 間(表13-1

参 照)を 得 る こ とが で きず,(一)で もご く一 部 で 得 られ るに 過 ぎな い。 また,建 物 が2棟 の みの 場
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合 も検 討 したが,や は り一 部 で は 目標 日照 時 間 を 得 る こ とが で き なか った 。 これ らは,日 影 が複 合す

る場合 に は規 制 対 象 日影 が10mま で は敷 地 外 に はみ 出 して よ い とい う規 制 の 考 え 方 か ら生 じ る当然 の

結 果 で あ る 。

それ で はd3を ど れ だ け とれ ば 日影 が 飽 和 した 時 で も敷 地 の 北5mの と ころ で 目標 日照 時 間を 得 ら

れ るの だ ろ うか 。表13-4に 示 したD3が こ れ で あ るが,規 制(一)で は40×10のd3よ り1mほ ど

長 い。d3がD3だ け あれ ばd1,d2は 最 小 距 離 の1 .5mで も敷 地 の 北5mで 目標 日照 時 間を 得 るこ

とが で き,そ の時 の 容 積 率 は145%と,日 影 規制 時 の最 小 限 敷 地 に よ る もの よ り高 くな る 。 これ は,

表13-4 D3とd3

θ

規

制
D3

(m}

40×10の 建 物 D3くd3と な る

建 物 モ デ ル
d3

(m)

容 積 率

日影 規 制 時D3時 ★ 1×u声d3

0。

(一)

(二)

(三)

16.27

15.()4

14.:2iヨ

15.:34

t4.61=)

14。`=)B

1=三1弘145Z

:L5きZ151Z

156Z1菖5Z

51=,X11)16.45

5(,X1⊂ ⊃1E},5i

巳`=,X1【)14.73
`

300

(一)

(二)

(三)

11.22

8.95

'7
.18

14.67

1ユ.69

9.44

124ス172Z

」メト8z188z

17冨Z202Z

10×1`)1苫.46

2〔)X1{⊃11。69

2(=⊃X11=,9.44

注)★dLd2を1.5mと し て容積 率 を計 算 した ・
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第1に40×10のd3方 向の 影 が 半 飽 和 と飽 和 の 中 間 で,あ とわ ずか で 飽 和 とな る こと によ る もの で あ

り,第2にd1,d2が4.43mで な く1.5mで よ くな るた め で あ る。 このd1,d2は 敷 地 の 北5m

地点 の 日影 時 間 の一 部 を 短 くす る作 用 は有 して い るが,目 標 日照 時 間 を 確 保 す る作 用 は も って いな い

た め,d3さ え 十分 とれ ば 必 要 な い 。 ま た,表 の右 端 に は4が い く らの建 物 な らD3が 確 保 され るか

を示 した が,50×10に な る とd3がD3を 超 え る こ とが わ か る。 これ はd3は5m値 の3時 間 の影 で

決 ま るの に対 し,目 標 日照 時 間 は4時 間 な の でD3は4時 間 の 影 で 決 ま る こ とに よ る 。 この よ うに,

建 物が 一 列 に並 ん で 建 つ 場 合 に は 日影 規制 は い くつか の 余 裕 点 を有 してい る。

規制(二)(三)で は図11-8(a)の よ うにdユ,d2が1.5mの た め,D3を 確 保 す る と容 積 率

は1～2%低 下 す る 。 しか し,50×10に な る とd3がD3よ りも長 くな っ て余 裕 が生 じる点 は(一)

と同 じで あ る 。

次 に 建物 が 真 南 か ら30。 回転 して い る場 合 を 考 え よ う。図11-8(c)に 示 した よ うに,40×10,

5階 建 の 建 物 のd2,d3は す べ て10m値 で 決 ま り,10m値 の規 制 日影 で あ る2～3時 間 の 影 は いず

れ も飽 和 で あ る。従 って,こ の建 物 が 一 列 に 並 ん だ 場 合 で も,ω 方 向 の 日影 時 間 の 最大 値 は単 独 日影

の場 合 と同 じで あ る・ 図13-8の(c)はd2が 最小 距 離 の1.5mで 並 ん だ時 の,(d)は 規 制(二)

の最 小 限 敷 地 で あ るd2=7.52mで 並 ん だ時 の 複 合 日影 で あ る。d2を 広 くと る こ とは敷 地 の 北へ

あ る距 離 だ け い った 点 の 日影 時 間 の最 大 値 を 低 め る効 果 は な く,そ の 一部 の 日影 時 間 を短 く し,余 裕

を与 え る効 果 を与 え て い る こ とが わ か る 。従 って,影 が 飽 和 し,建 物 が 一列 に並 ん で い る場 合 に は,

この よ う なd2の 長 さは 必 要 で な い 。

表13-4に は30。 の 時 のD3も 示 した が,40×10のd3よ りか な り短 い こ とが わ か る 。 これ は,例

え ば規 制(二)で はD3は5時 間 の影 か ら5m引 いた 値 な の に対 し,d3は2.5時 間 の影 か ら10m引

い た値 で あ るた め で あ る。d3をD3だ け と り,d1,d2を1.5mに した時 の容 積率 は.日 影 規 制

時 に比 べ て(一)で は50%近 く高 く,(三)で も30%ほ ど上 昇 してい る。 な お,D3は 敷 地 の 北5m

の 地上4mで 目標 日照 時 間 を 確 保 した場 合 だが,1階 の 窓 の 中 央 に あた る地 上1.5mで 目標 日照時 間

を確 保 した時 で も,(一)で152%,(二)で167%,(三)で182%と,い ず れ も 日影 規制 時

よ りも高 い容 積 率 が 得 られ る。

以上 は5階 建 に 関 す る場 合 で あ った が,各 階別 のD3を 計 算 して容 積率 を求 めた と ころ,高 くな る

に つ れ僅 か ず つ で も容 積 率 が 増 加 す る こ とが わか った。1工一2の(3)で 述べ た よ うに,い くつ か の

特別 な事 情 の あ る場 合 を 除 き,日 影 規制 時 の 容積 率 は建 物 が 高 い ほ ど減 少 す る傾 向が あ る 。従 って,

高層 に な る ほ ど 日影 規 制 の 余 裕 は大 き くな る と考 え て よい 。 しか も,高 層 で は採 光 に必 要 な距 離d4

が5mを は るか に超 え る た め,こ の 面 で も余 裕 が 大 き くな る。

そ れで は,日 影 規 制 に は余 裕 が あ るた め,θ=ooで の 規 制(二),(三)の よ うな 例 を除 い て・

規制 を よ り緩 和 して も よ いで あ ろ うか 。残 念 な が ら,各 種 の ケ ー スを検 討 して い くと 目標 日照 時 間 が

得 られ な い場 合が 多 く,余 裕 が あ るの が む しろ 珍 しい と い う こ と が わか る。 そ こで こん どは規 制 の

不十 分 な点 を 見 よ う 。

ま ず第1に,建 物 の 真 南 か らの 回 転 角 が 大 きい場 合 を考 え よ う。40×10で5階 建 の建 物 が 回転 角60'

で建 っ て い る場 合,図11-8(e)の よ うにd3は 飽 和 した2～3時 間 の影 の 内側10mま で の長 さと

な る 。従 って,例 え ば規 制(一)の 場 合,d3は2時 間 の影 で 決 ま るた め・ 敷 地 か ら5mだ け ω側 に

い った点 で は ほ ぼ8時 か ら13時20分 まで の5時 間20分 の間 日照 が 得 られ,4時 間 の 目標 日照 時 間 に対
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して か な り余 裕 が あ る 。 と こ ろが,こ の 点 に5階 建

建 物 と同 じ方 向 に主 採 光 面 を も った 図13-9の よ う

な住 宅 が 建 った と考 え る と,主 採 光 面 上 の点Pに 日

が あ た るの は ほ ぼ10時 か らの3時 間20分 で,そ れ ま

で は 自建物 の影 と な っ てい る こ とが わ か る 。 しか も

10時 ごろ は太 陽 光 線 の 室 内 へ の射 入 は少 な く,太 陽

光線 と窓 面 と の なす 水 平 角 が15。 以 上 の場 合 に限 る

と,日 照 時 間 は更 に 減 少 して2時 間20分 程 度 にな っ

て しま う。8

この よ うな現 象 が 生 じる の は,5時 間20分 の 日照 ＼

が得 られ る とい って もそ の すべ てが5階 建 建 物 の上

を通 って くるの で は な く,建 物 と反 対 方 向 か らの 日 図13-9回 転 角60。 の主 採 光面

射 も あ るか らで,ヤ ネ ゴエ 日照 で は生 じな い 現 象 で あ る。建 物 の 南 か らの 回 転 角 を 大 き くす る と この

傾 向 は更 に強 くな る。 もち ろ ん.住 宅 の 別 の 面 か ら も 日照 を取 入 れ た り,主 採 光 面 の方 向 を工 夫 すれ

ば,目 標 日照 時 間 を得 る こ とは可 能 で.例 え ば 図13-9の 住 宅 を90。 回転 させ て主 採 光 面 を 南 南 東 に

向 け る と,こ の 方 向 に妨 害 物 の ない 場 合 に は 十 分 な 日照 を得 る こ とが で き る 。 しか し,南 南 東 の 方 向

に建 物 が あ る こ と も十 分 考 え られ るの で,そ の 時 の複 合 日影 を考 え よ う。
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図13-10(a)は 規 制(二)の 場 合 に2棟 の建 物 が 直 角 に並 ん だ時 の 日影 図 で あ るが,複 合 日影対

策 で あ る10m値 の作 用 と そ の不 十 分 性 を 明確 に示 して い る。2棟 の 日影 が 複 合 す る場 合 に は 両建 物 の

敷 地 か ら10m離 れ た点 で 目標 日照 時 間が 得 られれ ば よい,と い うの が10m値 の 考 えで あ った 。 この図

で は両 建 物 の 敷 地 と も10m値 で 決 ま って い る の で,両 敷 地 か ら10mず つ離 れ た点(図 中の ×印 の点)

の 日影 時 間 が5時 間 とな り,目 標 とす る 日照 時間 を得 てい るが,こ れが10m値 の 効果 であ る。従 って,

目標 日照 時 間 を得 るた め には 敷 地 の 南 南 東 と西 南 西 の両 方 向に10mも の距 離 を保 た ね ば な らな い が,

一般 の庶 民 住 宅 に この よ う に広 い 庭 を 求 め るの は不 可能 で あ る と言 え よ う。 一 般 の住 宅 で は,せ いぜ

い 南南 東 の方 向 に5mの 南 庭 を と るの が せ い い っぱ い で あ ろ う。 その 場合 に は,場 所 に よ って は1時

間40分 程 度 の 日照 しか 得 られ ず,目 標 で あ る3時 間 の 日照 を得 るた め に は左 側 の 建物 の敷 地 か ら右方

に25mも 離 れ る必 要 が あ る。

この よ うに,南 南 東 に あ る建 物 の 日影 は飽 和 した 日影 に よ って決 ま って お り,図13-8の よ うに建

物 が 並 ん だ 場合 に は余 裕 を も って 目標 日照 時 間 を 確 保 で き る場 合 で あ って も,隣 に建 つ建 物 の 配 置 に

よ って は5mの 南 庭 で は 目標 を下 まわ る 日照 しか 得 られ な い の で あ る。 しか も,そ れ は 図13-10(a)

の よ うにL字 型 に2棟 並 ん だ場 合 に限 らな い。 同 図(b)は 同一 方 向だ が少 しず れ て 建物 が 並 ん だ場

合,(c)は 一 列 で あ るが 高 さが異 な る場 合 で,い ず れ も規 制(二)の 場合 を示 して い るが,5mの

南庭 で は 目標 日照 時 間 を得 る こ とは で き な い 。

鉛直 面 日ざ し曲 線 を 用 い る と,こ の原 因 が よ く理 解 で き る。 図13-11は,図13一 工0(a)の 敷 地 の

北5mの 地点 か ら見 た鉛 直 面 日ざ し曲線 で あ

る。30。 の 日ざ し曲 線 を み る と,1棟 のみ の

場 合 に 日影 が飽 和 に な って い る とは言 って も

純 粋 なヤ ネ ゴ エ 日照 で は な く,建 物 右側 か ら

の ス キ マ 日照 もあ る こ とが わ か る。 先 の図13

図13-11L字 型 配 置 と 日 ざ し曲線 一8(c)の よ うな一 列 配 置 の場 合に は 図 の

点線 の よ うに 建 物 が並 ぶ た め,日 照 時 間 は1

棟 の み の場 合 と変 わ らな い 。 しか し図13-10(a)の 場 合 に は図13-11の よ うに 右 側 か らの 日照 が奪

われ るた め,日 照 時 間 が 大 き く減少 す るの で あ る。

次に,真 南 向 きで40×10の5階 建 に つ い て,同 様 の 現 象 が生 じるか ど うか をみ てみ よ う。図13-10

(d)は 規 制(二)の 場 合 を 示 した もの だ が,敷 地 の北5mで3時 間 の 目標 日照 時 間 を得 る に は,左

側 の建 物 の 敷 地 か ら20m近 く離 れ る必 要 が あ る 。 た だ,回 転 角30● で は 目標 日照時 間 を1時 間 以 上 も

下 まわ る部 分 も多 い の に 対 し,0。 で は そ の よ うな部 分 は左 側 建 物 の敷 地 か ら2m程 度 に限 られ,大

半 で は2時 間 半 以 上 の 日照 が 得 られ る。 この理 由 を 図13-11を 用 い て説 明 しよ う。0。 の 規制(二)

で はd3は4時 間 の 影 か ら建 物 側 に5m入 った 点 で 決 ま って いた の で(図11-8(a)参 照)・ 複 合

日影 が 生 じない 場 合 に は敷 地 の北5mで は4時 間 の 日照 が得 られ るが,こ の4時 間 の うち ス キ マ 日照

は約1時 間 半 で,2時 間 半 は ヤ ネ ゴ エ 日照 で あ る。 図13-10(d)の よ うな建 物 配 置 の場 合.図13-

11の0。 の 日ざ し曲線 の よ うに ス キ マ 日照 は容 易 に 失 わ れ て しま うが,ヤ ネ ゴエ 日照 は 失 わ れ に くい

の で,こ れ と直 角 に建 つ建 物 のす ぐ近 くを 除 き,2時 間半 以上 の 日照 が得 られ るの であ る。 な お,ヤ

ネ ゴエ 日照 の性 質 を 考 え れ ば,冬 至 を 少 し過 ぎれ ば 目標 の3時 間 日照 が得 られ る こ とも理 解 で き よ う。

以上 の 図13-10の(a)と(d)の 差 は,回 転 角 の 差 によ る もの で は あ るが,建 物 が5階 建 で4方
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向 の長 さ が40mあ る こ と も関 係 して い る 。 まず 回転 角 に つ い て言 う と.先 の図11-5の よ うに,0。

と15。 で は鉛 直 面 日ざ し曲線 の 両端 が 地面 の方 へ 向 か って下 が って い るの で,影 が 飽 和 時 に得 られ る

日照 は純 粋 な ヤ ネ ゴ エ 日照 で あ る。 しか し300以 上 で は 曲線 の一 端 しか下 が って お らず,飽 和 時 に も

スキ マ 日照 の性 格 も も った 日照 が混 って い る 。図13-8の よ うに建 物 が一 列 に配 置 され れ ば この部 分

の 影 は ヤ ネ ゴ エ 日照 とな るが,図13-10の よ うな配 置 の場 合 に は スキ マ 日照 と な って失 われ て しま う。

この 日照 の性 格 を示 した の が 図13-12で,建 物 の 回転

角 が 大 き い時 に得 られ る 日照 は 建物 群 の配 置 に よ って

ヤ ネ ゴエ 日照 に も ス キ マ 日照 に もな り うる 。

また,先 の図13一 ユ0(d)で は 敷地 の北5mは 建 物

の 北19.6mの 地 点 にあ た り,2時 間 半 の ヤ ネ ゴ エ 日

照 が得 られ た 。 しか し,建 物 の4方 向 の長 さを 短 く し

て30mに す る とd3が13.gmと な り,敷 地 の 北5m

蔓駕工u
ヤネ ゴエ 日照の 中間1

妥駕 工]
の中間

一 一 一 一

スキマ 日照
建 物iiiii

.・層・.一 一 一 一 一

スキマ日照

図13-12建 物 と 日照 の 性 格

(建物 か らは18.9m)で 得 られ るヤ ネ ゴ エ 日照 は1時 間20分 程 度 に 減 少 す る。 更 に4を 短 くして,

20×10の 建 物 にす る とd3は13.1mと な って,敷 地の 北5m(建 物か らは18.1m)で 得 られ る のは

スキ マ 日照 だ け とな り,10×10に す る とd3は 大 き く減 少 して僅 か6 .9mと な る。 この 時 の 日影 と敷

地 の 関係 を 示 した の が 図13-13(a)で,規 制(二)の 最小 限敷 地 はd1,d2が 最 小 限 の1 .51nで,
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図13-1310×10の 建 物 に よ る 日 影

2.5時 間 の 影 の端 か ら工Omの と こ ろで 決 ま って い る 。 な お,規 制(三)も3時 間 の 影 の端 か ら101nで

d1・d2が1 .5mの と こ ろで 決 ま って い るが,こ ち らのd3は 更 に 短 く,2 .3mに 過 ぎ ない 。

この場 合 ・ 規 制(二)・(三)と も最 小 限 敷 地 は10m値 で 決 ま って お り,し か も図13-4の(b)

の よ うな状 況 と な って い るた め,単 独 日影 で はか な り余 裕 が あ り,規 制(二)の 敷地 の北5m地 点 で

は ほ ぼ5時 間 以上,(三)の 敷 地 の北5mで も ほ ぼ3時 間 半 以 上 と,目 標 を か な り上 まわ る 日照 を得

る ことが で き る。 しか し・ すべ てが ス キ マ 日照 で あ る ため ,建 物 が 複 数 に な る と 日照 は急 激 に 悪化 す

る ・図13-13(b)は3棟 が 一 列 に 並 ん だ 時 の 複 合 日影 だ が ,敷 地 の 北5mで 目標 日照 時 間 が得 られ

な い の み で な く・10m北 へ い った 地 点 で も 目標 の 日照 を 享 受 す る こ とが で きな い の が わ か る
。 日影 規

制 は2棟 の 複 合 日影 しか考 え て お らず,3棟 目の 建物 を無 視 して い るか らで あ る。 同 図(c)は 同 じ

く3棟 だ が一 列 で な い場 合 で,更 に 日照 が悪 化 して い る 。 第12章 の調 査 に よ る と狭 い 敷 地 で も中高 層

住 宅 を建 て て い る例 が 多 く,こ の よ うな3棟 以 上 に よ る複 合 日影 が 生 ず る恐 れ もあ る の で,た とえ10
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mの 南 庭 を と って も 目標 日照 時 間 の 確 保 が 保 障 され な い こ と とな る 。

なお,規 制(一)に お い て も図13-13と 同 様 の 検 討 を行 った が,10×10の5階 建 で もd3が14,1m

と長 く,敷 地 北5mで は約1時 間40分 の ヤ ネ ゴ エ 日照 が あ り,ま たd1,d2が2.3mの た めにあ る 程

度 の スキ マ 日照 も望 め る た め,敷 地 の 北5mで も一 部 を 除 い て3時 間 以上 の 日照 が得 られ る こ とが わ

か つた 。

以 上 の よ うに,複 合 日影 の 発 生 に 関 して 重 要 な の は,敷 地 か ら5m,ま た は10mの 地 点 に お け る 日

影 時 間 よ り も,そ の 地 点 の 日照 が ヤ ネ ゴ エ・日照 か そ れ と も スキ マ 日照 か とい う質 の 面 に あ る,と 言 え

よ う。

13-4 ま と め

日影 規 制 は 確 か に 日照 確 保 を 考 え て構 成 され て は い るが,必 ず しも良好 な 日照 を 享受 す る こ とを保

障す る もの で は な い 。 その 理 由は,第 一 に 目標 日照時 間 の設 定 につ い て.そ の 時 間 帯,日 影 計 算 面 の

高 さ,目 標 時 間 数 の面 で 問 題 が あ る こ とで あ り,第 二 に 現行 規 制 で は そ の不 十 分 な 目標 日照 時 間 す ら

確保 で きない ケ ー ス が少 な くな い こ とで あ る・確 保 で きな い原 因 に は 南 庭 の不 足・ 規 制 対 象 建築 物 の

範 囲 の不 十分 さ,お よ び複 合 日影 の発 生 が あ るが,な か で も重 要 な の は複 合 日影 で あ る 。現行 の ま ま

で は,規 制 の想 定 して い る5mの 南 庭 を も つ住 宅 は も ち ろん,敷 地 の細 分 化 が 進 ん だ場 合 に は10mの

南庭 を 確 保 して も 目標 日照 時 間 を得 る こ とを保 障 で き な い 。

この よ うに 多 くの 不 十 分 な 点 が あ る反 面,規 制 に は余 裕 の あ る点 も見 られ る。 従 って,建 物 を 計 画

的 に配 置 した 場 合 に は,余 裕 点 を 生 か して 良 好 な 日照 を得 れ る のみ な らず,同 時 に 日影 規制 時 よ りも

高 い 容積 率 を 得 る こ とので き る こ と も珍 し くない 。余 裕 点 に 関 して重 要 なの が 日影 の 飽 和,臨 界 と,

日照 が ヤ ネ ゴエ 日照 か スキ マ 日照 か と い う点 で あ る 。 なか で もヤ ネ ゴエか ら得 られ る 日照 は スキ マか

らの もの に 比 べ て 質 が 良 く,両 者 を 同 じ 「日照」 と して同 一 に 扱 う こ とは実 際 的 で な い 。 この よ うな

日照 の 性 質 を 十 分 に 踏 まえ た うえ で,実 効 的 な 日照確 保 の方 策 を 考 え て い く ことが 必 要 で あ ろ う。

注1)植 山一郎 「都市 におけ る日照 問題の解 明と解決方法 について」建築雑誌Vo1.90,Nα1094

(1975年)

2)第 障 の調査は郊 外の一戸離 宅惣 こ関す るものであ り・ ・の結果を搬 の住宅地}こ齪 す ることに

は疑問 もあると思われ る.し か し,日 射の強 さに差 があるのは同 じであ るので・同一の傾向はあると

考えて よい.ま た陣 者 は幅 層住宅 による日照盤 時 間帯 について 欄 査 したが・やは 嘲 夕の 日

射 は居住都 あま臆 謎 れ ていなカ・っ斌 解 成治 「中高醗 物に よる・羅 害時鵬 と囎 意識」

日本建築学 会大 会学術講 演梗概集,1981年)

3)田 代 順孝,他 「宅地の利醐 御のための基蜘 確L躰 獅 計醇 会学術研究藏 会論蝶 第

13号(1978年)

4)第12章 の翻 ・よると,幅 層腔 ・こお・・て も酬 に5m以 上 の庭鮪 す るものは少 な く・将来の 日

照悪化が懸念 され る。 俵12-6,12-24参 照)

5)沖 塩荘一郎 「日影規制 は難 され るカ・」縢 購N・232〔1978年)

6)敷 地 。接 して道購 が ある齢dま 道 鵬 の 勅 に勲 境界線があ るとみな して日影規制樋 用 さ
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れ る。 但 し道路等 の幅が10mを 超え る場合 には,敷 地の反対側の境界線 か ら当該敷地側 に5mい った

ところに敷地境界線が あると考え る(建 築 基準法施行令第135条 の4の2)。

7)日 照に屋根越 しの もの と建物 間のす き間か らの ものがあ ることについて は沖塩荘一郎 が注5)の 文献

において触れて いるが,両 者 の性質 の違いについては述 べ られ ていない。
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第5部 日照の享受 と建築の規制 ・誘導方式

これ まで,第1部 で は 日照 と住 生 活 の 関 連 につ いて,第2部 で は都 市郊 外 の

一戸 建 住 宅 地 につ いて
,第3部 で は都 市 中心 部 の 町家 地 区 に つ いて,そ して 第

4部 で は 日影 規 制 につ いて,そ れ ぞ れ 検討 を行 って きた 。 そ こで,第5部 で は

これ らの結 果 を ま と め,今 後 の都 市 ・住 宅 を どの よ うに形成 して い けば よ い の

か,そ のた め に は どの よ うな建 築 の規 制 ・誘 導方 式 が 考 え られ るか,に つ いて

考 え た い。





第14章 結 ム
田

昌
=
口

これ まで に行 った 検 討 の 結果 を,住 生 活 と 日照 の享 受 ,お よ び 日照享 受 の た め の 空間 構 成 の2つ の

面 か らま とめ たい 。

14-1 住生活 と日照の享受

私 達 の 住 む 日本 で は 古 くか ら住 宅 に 日照 の あ る こと が 重 視 され て いた が,そ の原 因 は 日本 の 気候 ・

風土 が 冬 季 の 日照 享受 に 適 して い た か らで あ り,ま た 豊 か な 日照の あ る住 宅 で は 日照以 外 の 居住 環 境

に も恵 まれ て い た か らで あ る。近 年,住 宅 の 日照 は改 善 され て き て い るが,日 照 へ の要 求 は衰 え る ど

ころか,逆 に 更 に 強 くな る傾 向 が あ る 。 これ は居 住 水 準 の 向上 によ って 人 々の 住 環 境 に関 す る意 識 が

向上 した た め と思 わ れ る。従 って,今 後 当 分 の 間 は 日照 を 求 め る傾 向 は 強 ま るで あ ろ う。

居 住 地 の タイ プ別 に考 え る と,ま ず 都 市 郊 外 の一 戸 建住 宅地 で は,日 照 の良 さが非 常 に 重視 され て

お り,宅 地 の選 定 に あ た って の最 も重 要 な要 因 とな って い る と考 え られ る。特 に,近 年 は 宅 地規 模 の

狭 小 化傾 向 の た め,南 側 に道 路 のあ る こ とが 重 要視 され て お り,南 側 に道 路 の な い宅 地 に比 べ てか な

り申込倍 率 が 高 くな って い る。 また,住 宅 の 増築 時 に お い ては,隣 地 に 日影 を 及 ぼ さな い よ うに 考 慮

す る例 も少 な くな い 。

次 に,郊 外 ほ ど は 日照 に恵 まれ な い 都 市 中心 部 の町 家 地 区 に お い て も,従 来 は一 定 の 日照 が 確 保 さ

れ て お り,町 なか だか ら 日照 は 不 要 だ と考 え る者 は あ ま りい な い 。近 年 の ビル化 に よ って 日照 の悪 化

に困 った経 験 を も つ者 も少 な くな く,そ うい う者 ほ ど 日照 を 求 め る気 持 が 強 い こと は,都 市 中心部 だ

か ら とい って 日照 を 切 捨 て て は な らな い こ とを示 して い る。

な お,日 照 享 受 の 方 法 は,地 域 に よ り,そ して時 代 に よ って変 化 して お り,日 照 の利 用 手 法 は次 第

に高 度 化 しつ つ あ る。 従 って,冷 暖 房 設 備 等 の発 達 に よ って 日照 の 意 義 が薄 れ て きた と い う見 方 は技

術 の進 歩 の一 面 の み を 強調 した もの で あ り,日 照 利 用 技 術 の発 達 を 見 落 と した 考 え で あ る。 環境 を 人

工 的 に コ ン トロ ール す る技 術 と同時 に 日照 を 利 用 す る技 術 も進 歩 しつ つ あ るの で,日 照 の 重 要性 は将

来 と もに 減 少 す る こ とは な い で あ ろ う。

今 後 の 都 市 と住 宅 の 形成 に あ た って は,日 照 の 良 さを重 視 し,豊 か で,技 術 の進 歩 に も対応 で き る

空 間 を 後世 に遺 す こ とが 必要 で あ る 。

14-2 日照享受のための空間形成

住 宅 で 日照 を 享 受 す る た め に は,空 間 に そ れ な りの秩 序 が あ る ことが 必 要 で あ る。居 住 地 の 形 成 を

無 秩 序 に放 置 す る な らば,建 築 密 度 が 比 較 的低 くて も十 分 な 日照 を確 保 す る ことは 困 難 で あ る。 しか

し,建 物 の 形 態 に秩 序 を 与 え,日 照 を 阻 害 しな い よ う な計 画 を行 え ば,良 好 な 日照 を享 受 で き るの み

な らず,一 定 の 建 築 密 度 を も得 る こ とが で き る 。 これ は郊外 の一 戸 建 住 宅地 は も ちろ ん,都 市 中心 部

の中 高 層 建 物 の あ る地 区 に つ い て も言 う こ とが で き る。 つ ま り,秩 序 の あ る空 間 を形 成す る こ とは,
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環 境 と密度 とを 両 立 さす た め の手 法 な の で あ る 。

た だ,道 路 や 宅 地 割 な どの 基盤 は従 来 の まま に して,上 物 で あ る建 物 の形 態 だ け を 整 え よ う と して

も,そ の効 果 に は限 度 が あ る。 や は り基 盤 と上 物 と を同 時 に計 画 して こそ,一 定 の 建 築 密度 も得 られ,

同 時 に 豊 か な環 境 を も得 る こ とが で きよ う。 な お,同 時 に そ の よ うな秩 序 を維 持 す るた め の ア フ ター

ケ アを 行 う こ とも忘 れ られ て は な らな い 。

と ころ で,現 在 の 日本 に お い て は,日 照 に 関 す る空 間 形 成 に対 して最 も意 味 を有 して い る の は 「日

影 規 制 」 で あ る 。 しか し,日 影規 制 に は2つ の問 題 点 が あ る。1つ は良 好 な 日照 を 享 受 す る ことを 必

ず しも保 障 して い ない 点 で あ り,規 制 の 目標 とす る 日照 水 準 に はい くつか の 点 で疑 問が あ る のみ な ら

ず,そ の不 十 分 な 日照 さえ 確 保 で き な い ケ ー ス も少 な くな い 。第2の 問 題 点 は,日 影 規 制 を 受 け る建

物 に お い て は,規 制 に合 致 す る こ とを 中心 に考 え て 形 態 に 工 夫 を 行 う例 が 多 く,こ れ が その 建 物 自体

の居 住 性 を 低 下 させ て い る と思 え る点 であ る。 建 物 モ デ ル に よ る検 討 か ら明 らか な よ う に,日 影 規制

下 に お い て は 自 らの 居住 性 の 良 さ と容 積 率 の 高 さを 両立 させ る こ とは 非 常 に 困 難 で あ る。 そ こで,「

自 らの居 住 性 の 良 さか,そ れ とも容 積 率 の 高 さか 」 の選 択 に お い て,後 者 の 方 が 多 く選 ばれ て い るわ

け で あ り,そ の 意 味 で 日影 規 制 は望 ま し くな い 誘 導効 果 を有 して い る と言 え る。

他 方,日 影 規 制 に は,こ こ まで は必 ず しも必 要 な い の で は な いか とい う余 裕 の あ る点 もあ る。 その

余 裕 を 生 か す な らば,容 積 は 日影 規 制 時 と同程 度 で あ りなが らよ り良 好 な 日照 を享 受 した り,更 には

容 積 も 日照 も 日影規 制 時 よ り多 い とい う建 物 群 の配 置計 画 を実 現 で き る 可能 性 もあ る。 そ の ため に は,

建 物 を 日影 規制 を もとに 計 画 す るの で な く,別 の観 点 か ら配 置 す る こ とが 必 要 と され よ う。

以上 の よ うな 意味 にお いて,日 影 規制 は環 境 と密 度 との バ ラ ンスの とれ た空 間 を形 成 す る手 法 と し

て は問 題 が あ る 。今 後 は,日 照 の性 質 を十 分 に踏 まえ た うえ で,道 路 や 宅 地 割 等 の基 盤 と上 物 で あ る

建 物 とが 調 和 し,環 境 と密度 の 両立 した都 市 空 間 を 形 成 す るた め の 手 法 を 模 索 して い くこ とが 必要 で

あ る。
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第15章 建築の規制 ・誘導方式への提言

良好 な 日照 を 享 受 し,豊 か な空 間 を 形 成 す る とい う観点 か ら見 た 場 合,日 影 規 制 を 始 め とす る現行

の 規制 方 式 に は問 題 が あ り,望 ま し くない 誘 導 効 果 も見 られ る 。 そ こで,今 後 の 規 制,誘 導 方 式 の あ

り方 に つ い て考 え るの が本 章 の課 題 で あ る。

検 討 に あ た って は,ま ず い くつか の方 式 に つい て,日 照 確保 の観 点 か らの評 価 を 行 い た い 。 そ して,

そ の結 果 等 を も とに,今 後 の都 市空 間 と建 築 の規 制 ・誘 導 の あ り方 に対 して若 干 の 提 言 を行 い たい 。

15-1 各種 の規制 ・誘導方式の検討

日照を 確 保 す る ため の 建 築 の 規 制 ・誘 導 方 式 に は,各 種 の もの が考 え られ よ う。 こ こで は.そ の 中

か ら,重 要 と思 わ れ る 次 の4つ に つい て 検 討 を行 う。

日照 に 関 して現 在 最 も重 視 され て い るの は 日影 規制 で あ る。 しか し,先 に 述 べ た よ うに,現 行 の 日

影 規 制 に は 問 題 が 多 い 。 そ こ で,現 行 の 日影 規 制 を どの よ うに した ら強 化で き るか,を まず 考 え てみ

たい 。

日影 規 制 が 登場 す る以 前 は,日 照 に 関す る規 制 方 式 の 中 心 は北 側 斜 線 で あ り,現 在 もこれ を 中心 に

用 いて い る 自治体 もあ る 。 現在 は あ ま り重 視 され て い ない 方式 で あ るが.こ の方 式 に も長 所 が あ る。

そ こで,2番 目に 北 側 斜 線 に つ い て 検 討 を行 い た い。

また,規 制 ・誘 導 方 式 を 考 え る に あ た って は,国 内の み な らず,海 外 に も 目を 向 け る こ とが 必要 で

あ る 。 こ こで は,ソ ー ラ ーハ ウ スの 先 進 地 で あ る ア メ リカで提 案 され て い る ソー ラー ・エ ンベ ロ ープ

と,基 盤 と上 物 で あ る建 物 とを 同時 に 計 画 し,詳 細 な規 制 も可能 で あ る西 ドイ ツのBプ ラ ンを 検 討 し

た い。

(1)日 影 規 制 の 強 化

第13章 で詳 し く見 た よ うに,現 行 の 日影 規 制 は い くつ か の問 題 点 を有 して い るが,現 在 の 規制 を厳

し くす るこ とに よ っ て問 題 点 を あ る程 度 解 消 す る こ と も可能 で あろ う。 そ こで,ど の よ う な強 化策 が

考 え られ る か を検 討 しよ う。

13-2に お い て,日 影 規 制 の不 足 点 と して,目 標 日照 時 間 の不 十 分 さ(有 効 日照 時 間帯 の長 さ,目

標 日照 時 間 数 と測 定 面高 さ),住 宅 の南 庭 の奥 行,規 制 対 象建 築物 の範 囲,お よ び複 合 日影へ の 対 応

を あ げ た 。 これ らの 点 の うち,規 制 強 化 を 考 え る際 に絶 対 に 避 け て通 って は な らない の が,規 制 対 象

建 築 物 の 範 囲 の 問題 で あ る。 第12章 で 明 らか と した よ う に,日 影 規制 の適 用 を逃 れ る ため に,規 制 対

象 とな らな い 限 度 い っぱ い の 建物 が建 て られ る傾 向が あ るが・ これ らの建 物 は 北側 住 戸 に対 してか な

りの 日影 を 及 ぽ す(表13-2参 照)。 日影 規制 に よ って あ る程 度 の 日照 を確 保 して も.そ れ が 規制 対

象 外 の 建 築 物 に よ って 容 易 に 失 わ れ て しま う とす る な らば,何 の た め に 規制 を行 って い るのか わ か ら

ない 。1階 レベ,レで の 日照 確 保 を 考 え るの で あ れ ば2離 も,2階 レベ ・レを考 え るの で あ れ ば3階 建
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も,規 制 の対 象 に加 え る こ とが 必 要 で あ る。

目標 日照 時 間 数,測 定 面 高 さ,お よ び住 宅 の南 庭 の奥 行 に つ い て は,地 方 公共 団体 の 規 制 選 択 を 更

に 自由 にす る こ とに よ り,あ る程 度 解 決 す る こ とが で き る 。現 行 の 日影 規 制 が地 方公 共 団 体 に 与 え て

い る選 択 の 幅 は,3種 類(住 居 地 域 等 で は2種 類)の 規 制 値 か ら1つ を 選 ぶ こ と にす ぎ な い 。 敷地 の

細 分 化 が 進 ん で い るか らと い って,敷 地 境 界 線 か ら4mの 位 置 で 目標 日照 時 間 を 得 よ う とす る こ とが

許 され な い の は もち ろ ん,現 在 の 日照 状 況 が 良好 だ か ら と住居 地 域 で4時 間 を 目標 に規 制(3時 間 の

日影 を 敷 地 外5m以 上 に,2時 間 の 日影 を 敷 地外10m以 上 に 出 して は な らな い)を 行 った り,大 半 が

平 家 で あ るか ら と第 二 種 住 居 専 用 地 域 の1階 レベ ル で の 日照 確 保 を 考 え る こ と もで き ない 。都 市 の状

況 は地 方 に よ って 大 き く異 な る。 現 在 の よ うな選 択 の幅 の狭 さ は,地 方 公 共 団体 が 規 制 を 恣意 的 に行

うの を 防 ぐ効 果 は有 してい るが,地 方 の特 性 に応 じた規 制 を 抑 え る作 用 を も 及 ぼ して お り,地 方 の 自

由 度 を 更 に高 め る こ とが 望 まれ る。

と ころ で,現 行 の 日影規 制 の最 大 の 問題 点 は や は り複 合 日影 へ の対 応 の不 十 分 さ に あ り,こ れ は有

効 日照時 間 帯 の 長 さに も関 係 して い る。 現在 の規 制 の 仕 組 の ま まで 複 合 日影 へ の 対 策 を 強 め よ うとす

る な らば,ヱOm値 の規 制(敷 地外10m以 上 に 出 しては な ら ない 日影)を 強 め る こ とが 考 え られ るが
,

規制 値 を 若干 強 く して も,せ い ぜ い5m程 度 の 奥 行 の 南 庭 しか な い庶 民住 宅 で は 日照 を得 るこ と はで

き ない し,ヤ ネ ゴ エ 日照 と スキ マ 日照 とい う質 的 側 面 を考 慮 す る こ と も で き な い 。 しか し,有 効 日照

時 間帯 を現 在 よ り も短 く限 定 すれ ば,複 合 日影 へ の対 策 と も な る し,日 照 の質 的 側 面を 一 定 程度 考 慮

す る こ と ともな るの で,む しろ こ ち らの方 が望 ま しい と思 われ る。

13-3の(1)で 述 べ た よ うに,ス キ マ 日照 に比 較 して ヤ ネ ゴエ 日照 は い くつ か の優 れ た点 を も って お

り,正 午 前 後 の 日射 の 強 い時 間 帯 の 日照 が多 く,冬 至 以 外 の 日に は冬 至 日に比 べ てか な り良 い 日照 を

得 ・ ・ と もで きる1～ と ・ ろで,図13-・ を 用 い て示 した よ うに,ヤ ネ ゴ エ,照 で は時 鵬 を 正午 前

後 に 限 定 して も 日照 時 間 は あ ま り変 わ らない の に 対 し,ス キ マ 日照 で は 大 き く減 少 す る。 従 って,有

効 日照 時 間帯 を 短 くす る こ とは.北 側 の敷 地 に ヤ ネ ゴ エ 日照 を 与 え て い る建 物 に はあ ま り影 響 しない

が,主 に ス キ マ 日照 を 与 え て い る建 物 へ は 大 きな 影 響 を 及 ぼ し,建 築 密 度 を 更 に 下 げ る作 用 を与 え る。

言 いか え る と,時 間帯 を限 定 す る こ とは ヤ ネ ゴエ 日照 を優 遇 し,ス キ7日 照 を 制 限 す る効果 を もつの

で あ る。 先 に 図13-7で 述 べ た よ うに.ヤ ネ ゴ エ 日照 は ス キ マ 日照 に 比 べ て 複 合 日影 で 失 わ れ る恐 れ

が少 ない 。従 って,有 効 日照 時 間 帯 を 今 よ り限 定 す る こ とは,ヤ ネ ゴエ 日照 を 優 遇 す る こ とを通 じて
,

複 合 日影 を 制 限す る作 用 を 有 す るの で あ る。 また,第7章 の 調査 に お い て は,8～16時 の時 間帯 の 日

照 時 間 は 日影 に よ る被 害 感 との 関 連 が ほ とん どな く,朝 ・夕 の 日照 は居 住 者 に よ って あ ま り意 識 され

て い な い こ とが 明 らか とな った 。有 効 日照 時 間帯 を 限定 す る こ とは
,こ の 点 で も居 住 者 の意 識 に 近 づ

き,時 刻 によ る 日照 の 質 の差 を考 慮 す る こと と な ろ う 。

以 上 の よ うに,現 行 の 日影 規制 の強 化 の方 向 は,規 制 対 象 建 築 物 の範 囲 を拡 大 し
,地 方 公 共 団 体 の

選 択 の 幅 を 広 あ,有 効 日照 時 間 帯 を 限 定 す る方 向で 考 え られ るべ きで あ ろ う 。

で は,こ れ らの強 化 策 を 行 え ば,日 照 享 受 の 点 か ら望 ま しい 空 間 が 形 成 され
,人 々は 豊 か な住 生 活

を送 る こ とが で き る だ ろ うか 。 残 念 な が ら,や は りい くつ か の 間 題 は 解 決 で き ない ま ま残 り
,更 に矛

盾 が 拡 大 す る恐 れ の あ る点 もあ る。

日影 規 制 に お い て は,適 合 して い る か ど うか の チ ↓ ッ クの方 法 がむ ずか しい こ とが 問題 で あ り
,建

築 計 画上 も規制 の扱 い は 困難 で あ るが,規 制 対 象建 築 物 の範 囲 を拡 大 す る こ とは,こ の 問題 を更 に広
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げ る こ と とな る 。特 に,現 在 は軒 高 が7m以 下 な の で 規 制 対象 に入 っ て いな い2階 建 の 建 物 を も規 制

の対 象 に 含 め る こ とは,規 制 対 象 建 築 物 の 件 数 を 一 挙 に 増 大 させ,複 雑 な 日影 を もつ切 妻 ・寄棟 等 の

屋根 も多 い た め,建 築 設 計 と建 築 確 認 に関 す る業 務 に大 きな負 担 とな る だ ろ う。

複合 日影 との 関係 で 言 うな らば,有 効 日照 時 間 帯 を 限 定 す る こ とは確 か に複 合 日影 を減 らす 作用 は

持 っ が,完 全 に解 消 さす こ とが で きな い の もま た事 実 で あ る。 図13-6の(c)に 見 るよ うに,時 間

帯 を 限 定 して も 日影 の 臨 界 現 象 は な くな らな い し,ス キ マ 日照 が 除 外 され るわ けで もな い 。従 って,

敷地 の 細 分 化 や ペ ンシル ビル 化 が 進 行 す れ ば,や は り複 合 日影 の 問 題 は 生 じるで あろ う。 また,厳 し

い規 制 の も とで も一 定 の 容 積 率 を 得 よ う と,建 築 形 態 の 工 夫が 今 よ り行 わ れ,規 制 を 受 け る建 物 自体

の居 住 性 が 更 に低 下 す る恐 れ も あ る。

先 の13-2に お い て,現 行 の 日影 規 制 に はい く'つか の 余 裕 もあ る こ とを 述 べ た が,日 影 規制 を強 化

す る こ とは これ らの余 裕 を拡 大 す る効 果 を も有 して い る 。環 境 と密 度 の 調 和 とい う点 か ら日影 規 制 を

み る と,現 行 の もの は密 度 の た め に 環 境 を犠 牲 に してい る面 が 強 い といえ る。 しか し,こ の 規制 を 強

化す る こ とは,重 点 を 密 度 か ら環 境 の 方 へ 少 し動 か す作 用 は有 して い るが,規 制 の余 裕 点 を も拡 大 す

るも ので あ り,環 壌 と密 度 を 両 立 させ,調 和 させ る こ とに つ なが る とは言 いに くい 。

以上 の よ う な点 を 考 え る と,日 影 規 制 を 強 化 す る こ とは 利点 を 持 つ もの で は あ るが.現 在 の 問題 点

を これ で解 決 で き る も の で は な く,多 くの 施 策 の一 部 に 採 り入れ る こ とが で き る程 度 の もの だ,と 考

え るべ きで あ ろ う。

(2)日 照 確 保 の た め の 北 側 斜 線

先 に,日 影 規 制 につ い て,有 効 日照 時 間 帯 を 限 定 す る こ と は複合 日影 を 減 らす作 用 は持 つ が,完 全

に な くす こ と はで き な い こ とを 述 べ た 。 日影 規 制 に お い て は一 定 の 時 間帯 にお い て 数時 間 の 影 は 許容

され るの で,こ の数 時 間 の 影 が 重 な りあ って 目標 日照 時 間 が得 られ な くな る恐 れ が あ るか らで あ る 。

この 点 を解 決す る た め に 「あ る時 間 帯 に関 して は,影 を全 く及 ぼ さ ない 」 とい う規 制 をす る こ とが

考 え られ る。 こ うす れ ば,そ の 時 間帯 に 関 して は どの 建 築 物 の影 に も な らな い ので,複 合 日影 の 問題

も生 じな い 。 隣 棟 係 数 や 日照確 保 の た め の北 側 斜 線 は,南 向 きの建 物 につ い て この よ うな 考 えを 適 用

した もの で あ る。

い ま,冬 至 日}こ塒 間 の 日照 を 得 よ う とす る場 合 を考 え よ う・ 北緯350}こ お ・'ては真 太 鵬 の10時

と14時 の影 の 北 方 向の 長 さ は高 さの1.85倍 と

な るの で,日 照 を 得 よ うと す る点 か ら南 側 に

1/1,85の 斜 線(北 側 斜 線)で 建 物 を 計 画す

れ ば,そ の 点 に は10～14時 の4時 間 の 日照が

確 保 され る こ と とな る。 この 時 の 建 物 と 日 ざ

し曲 線 との 関 係 を 示 した の が 図15-1で,(a)

は東 西 に長 い 建 物Aに よ る場 合,(b)は 敷 地が

分割 され,B,C,Dの3つ の 建 物 が 南 側 に

建 った場 合 で あ る 。建 物A～Dに よ る 日影 時

間 を 表15-1に 示 した が,Aに よ る 日影 時 間

はB～Dに よ る もの の 合 計 に等 しい 。 日影規

1膿
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図15-1

(b)

北側 斜 線 の効 果
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制 に お い て は,個 々の 建 物 が 及 ぼす 日影 時 間 を 問 題 とす る た め,Aを 基 準 に考 え る と,全 く 日影 を 及

ぼ して い な いCは も ちろ ん,B,Dも よ り多 く影 を 及 ぼす こ とが 許 され る た め,B～Dの3棟 が建 っ

た 場合 に は 目標 日照 時 間 を得 る こと はで き ない 。 しか し,北 側 斜 線 の 場 合 に はB～Dの い ず れ もが10

～14時 の 間 に影 を 及 ぼす こ とが許 され な いの で,4時 間 の 日照 が 確 保 され るの で あ る。 この よ うな 考

表15-1日 影 時 間

8～16時 9～15時

建 物A 4時 間 2時 問

建 物B

"C

〃D

2時 間

0π

2〃

/時 間

0〃

/'7

表15-2横 浜市の北側斜線

用 途 地 域 目標 日照時 間 北側斜線

第一種住居専用地域

第二種住居専用地域

住 居 地 域

1階 で4時 間

2階 で4時 間

2階 で3時 間

4+0.5/1★

7+0,5/1

7.5+0.55/1

注)★軒 高7m以 下 の建 築 物 は5+0.6/1

え で行 われ て い るの が,横 浜 市 の 高度 地 区 に お け る北 側 斜 線 で あ る。 表15-2に 規 定 を 示 した が,第

一 種 ,第 二 種 住居 専用 地 域 や 東 京 ・神戸 市 の高 度 地 区(表12-14)の 北 側 斜 線 と比 較 し,か な り厳 し

くな っ てい る こ とがわ か る 。

しか し,こ の 日照 確 保 の 北 側斜 線 に も限 界 が あ る。主 開 口部 が 南 向 き で,か つ 東 西 方 向 か らの 日影

を 受 け ない場 合 に は,敷 地 の細 分 化 が い く ら進 ん で も 目標 日照 時間 を得 る こ とが で き るが,東 また は

西方 向 か らの 日影 に弱 い のが 北側 斜 線 の欠 点 で あ る。

南 側 建 物 高 さ

ココ・日 照 測 定 面 高 さ

①1.85(ん 一躍)

②1・85(ん 一ω)00Sθ

図15-2北 側斜 線 と 回転 角

北 緯350に お け る北 方 向へ1/1.85の 斜 線 を 南 北方 向

か ら θだ け回 転 した 方 向 か ら見 る と 傾 きは1/(1 .85

×cosθ)と な り・ 傾 斜 が き つ くな る(図15-2)。 そ

こで、 θを15● ず つ 回 転 させ た 時 に どの 程 度 の 日照 を

得 れ るか を 示 した の が 表15-3で あ る。 θが30。 程度

まで は よ い が,そ れ を 超 え る と北 側 斜 線 で 日照 を得 る

の は 困 難 とな る こ とが わ か る。 また,た とえ南 向 きで

あ って も,図15-3の よ うに東 また は 西側 の 建物 か ら

の 日影 が あ る場 合 に も,目 標 日照時 間を 得 る こ とがで

きな い 。

北 側 斜 線 に よ る 日照 の確 保 は,複 合 日影 が 生ぜ ず,

表15-3北 側斜 線 と 日照

θ 傾 き 8～16時 太陽光線と受照面の 9～15時
zk平 角15『以内 を除 く

0。 1/1.85 10.0～14.0時(4.0) 10.0～14.0時(4.0) 10.0～14.0時(4.0)

15。 1/1.79 8.7～13.2〃{4.5} 8.7～13.2〃(4.5) 9.0～13.2〃(4.2)

30。 1/1.60 8.0～12。7〃(4.7} 8.8～12.7〃(3.9) 9.0～12.7厚(3.7}

45。 1/1.21 8.8～12.2〃(3.4} 10.0～12.2〃(2.2) 9。0～12.2〃(3.2)

60。 1/0.93 10.0～12.3〃(2.3} 11。1～12.3〃(1.2) 10.0～12.3〃(2.3)

75。 1/0.48 11.1～12.1〃(1.0} 12.0～12.1〃(0.1) 11.1～12.1〃(1.0)

90。 1/0.0 な し(0.0) な し(0.0) な し(0.0}

注)()内 は 日照 時 間
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ま た チ よ ック方 法 も簡 単 だ とい う利

点 を もつ 。 しか し,東 西 か らの 日影

に弱 い の が欠 点 で あ り,日 照 を 確 実

に保 障 す る こと はで きな い 。 日照 確

保 の た め に は更 に工 夫 を行 う こ とが

必 要 で あ る 。

(3)ソ ー ラー ・エ ンベ ロープ の提

案

南 か らの 日影 に は大 丈 夫 だ が,東
(a}〔b) や 西か ら

の 日影 に は弱 い,と い う北

図15-3東 ・西 建 物 か らの 影 側斜 線 の欠 点 を解 決 す るに は,敷 地

の 北側 だけ で な く,ど の 方 向 の敷 地

境 界 線 に つ い て も あ る時 間 帯 に影 を 及 ぼ さな い よ うな斜 線 で 建 物を 計 画 す る こ とが 考 え られ る 。 ア メ

リカの ラル フ ・ノ ウ レスの 提 案 して い る ソー ラー ・エ ンベ ロ ープ(SolarEnvelope)は この よ う

な考 え を も と に して い る もの で あ り,「 日照 確保 の た めの 建 築 お よ び植 樹 許 容限 界 」 で あ る と言 え ぎ。)

ソー ラー ・エ ンベ ロー プ は,次 の よ うな手 順 に よ っ て作 成 され る 。 まず 始 め に確 保 す べ き 日照 時 間

を 決 め る 。 ノウ レス は例 と して 冬 季 は9時 か ら15時 の6時 間,夏 季 は 日射 の 強 い時 間 帯 が長 いの で7

時 か ら17時 の10時 間 を 示 して い る。 日本 で は 日照 と い う と冬季 の こ と しか考 え られ な い こ とが 多 い が,

太 陽 を エ ネ ル ギ ー源 と して も考 え る傾 向 の強 い ア メ リカに お い て は,夏 季 も重 要 な の で あ る。 また,

日照 を建 物 の どの 場 所 に 確 保 す るか も問題 で あ り,次 の3つ が考 え られ る。

屋 根 面 へ の 確i保(roof-topconversion)

建 物 の 屋 根 に 置 か れ る集 熱 器 へ の 日照を 確 保 す る もの で,許 され る建築 密 度 は 最大 と な り,都 市

へ の 高 密 地 域 へ の 適 用 が 中 心 とな る 。

建 物 へ の 確 保(whole-buildingconversion)

建 物 に 対 す る 日照 を 確 保 す る もの で,中 程 度 の 密 度 を もつ地 域 へ適 用で き る。

敷 地 へ の 確 保(whole-siteconversion)

ま
②/"(瓜

(a) (b) (c)

図15-4 ソ ー ラ ー ・エ ン ベ ロ ー プ と 北 側 斜 線
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敷地 面 へ の 日照 を 確保 す る もの で,得 られ る 日照 は他 の2つ よ り多 い が,許 され る建 築 密 度 は低

くな る 。 なお,敷 地境 界 に塀 の あ る地 方 も多 く,そ の 場 合 には 塀 の 高 さ まで の 影 は許 して よ い と

考 え られ る。

以 上 の よ うに して確 保 すべ き 日照 を 定 め た 後 に,そ の 時 間 帯 に 影 を 及 ぼ さな い 限 界 を 求 め,ソ ー ラ

ー ・エ ンベ ロ ープ とす る。 図15-4に 例 を 示 した が,(a)は 正 し く東 西 南 北 を 向 く敷 地 の 場 合,

(b)は30● 回転 した場 合 で,い ず れ も敷 地 面 へ の 日照 を考 え て い る が,境 界 の塀 に は 影 を 及 ぼ して

もよ い こ と と した 。 エ ンベ ロー プの上 限 は 表15-4の よ うな4つ の上 限を 有 す る 面 で構 成 され て い る

が,北 側 斜 線 に よ る規 制 は(a)の 面 ① に 相 当 して お り,同 図(c)の よ うな 建築 許 容 の 限 界 を有 す

る もの で あ る こ とが わ か る。(a)と(c)と を比 較 すれ ば北 側 斜 線 が 東 や 西 か らの影 に 弱 い ことが

納 得 で き よ う。

ノ ウ レスの ソ ー ラー ・エ ンベ ロー プ に よ る建 築 ・植 樹 の 許 容 限 界 は,屋 根 面 へ の 日.照を確 保 す る場

表15-4 合 を 除 い て非 常 に厳 しい も の で あ り
,ア メ リカで も必

図15-4の エ ンベ ロー プの上 限 ず しも肯 定 的 に は受 け取 られ て い な い3!し か し,も

し本 当 に 敷 地 単 位 の 規 制 で 良 好 な 日照 を 確 保 しよ うと

冬至の9時 、15時 冬至の9時 す れ ば こ こ まで 制 限 しな けれ ば な らな
い こ とは 事 実で冬至

の9時 、夏至の7時 冬至の15時

冬至の15時 、夏至の17時 夏至の7時 あ り・ そ れ を 示 した点 に ソ ー ラー ・エ ンベ ロー プの重

夏至の7時 、17時 夏至の17時 要性 が あ る。 現 在 の 日本 で は,日 照 確 保 の た め の斜 線

と して は も っぱ ら北 側 斜 線 が 考 え られ て い るが,第10

章 にお い て も示 した よ うに東 西 側 斜 線 も重 要 で あ り,敷 地 の形 態 に応 じた 斜線 を考 え て い く必 要 が あ

る。

な お,日 本 の 日影 規 制 は 「あ る時 間帯 に 関 し,影 と な る時 間 を 一 定 範 囲 内 に止 め る」 規 制 で あ り,

日照 確 保 の た め の北 側 斜 線 は 「南 向 きで敷 地境 界 線 の整 っ た地 区 につ い て
,あ る時 間帯 に 関 して 影を

全 く及 ぼ さな い」 規 制 で あ るの に対 し,ソ ー ラー ・エ ンベ ロ ー プ は 「どの 方 位 につ いて も
,あ る時間

帯 に 関 して影 を 全 く及 ぼ さな い 」 と い う考 えで 構 成 され た もの だ ,と 言 え よ う。 従 って,日 影 規制 の

もつ余 裕 点(13-2参 照)は ソー ラー ・エ ンベ ロ ー プに もあ て は ま り,例 え ば 図13-8の よ うな一 列

配 置 を行 った 場 合 に は,エ ンベ ロー プ には か な り余 裕 が あ り,日 照確 保 に 必 要 な 範 囲 を 超 え る制 約 と

な る 。 しか し,敷 地単 位 の規 制 に おい て は 隣 地 に どの よ うな 形態 の建 物 が 建 つ か が 予 測 で きず
,こ の

種 の 余 裕 は 必要 で あ る。 つ ま り ソ ー ラ ー ・エ ンベ ロー プ は建 築 密 度 と環 境 とを 両立 させ よ う と した手

法 とい うよ り,む しろ環 境 を 確 保 で き る範 囲 内 に建 築 密 度 を 抑 え よ う と した もの で あ る
,と 言 え よ う。

(4)Bプ ラ ンと建 築 規 制 の単 位

これ まで 検 討 して きた 日影 規 制,日 照 確 保 の た め の 北 側 斜 線
,ソ ー ラ ー ・エ ンベ ロ ー プは,「 建 築

密 度 を 重視 す る か,そ れ とも居 住 環 境 を 優 先 さす か 」 とい う座 標 軸上 の位 置 が 違 う もの で あ り
,両 者

の バ ラ ンス を うま く調 和 させ,両 立 させ よ う と した もの とは 言 い に くい
。 しか し,本 論 文 に お い て明

らか に した よ う に,秩 序 の あ る空 間 を形 成 すれ ば,環 境 と密 度 とを一 定 程 度 ま で両 立 させ る こ とが で

き る はず で あ る。 日影 規 制 や ソー ラー ・エ ンベ ロー プ で は両 立 さ せ られ な い最 大 の原 因 は
,規 制 が 敷

騨 位 で あ るた め・ 隣 地 に ど のよ う な建 物 力囎 つ か が 予 測 で き ない ・ とに あ り
,隣 地 の 建 物 形 態 によ

って は 「こ こま で制 限 す る必 要 は なか っ た」 とい う点 が 生 じて しま う
。 この よ うな 余 裕 を 少 な く して

一228一



密 度 と環 境 の 両 立 を 図 るに は,敷 地単 位 の 規制 にか えて 隣 地 の 建物 や道 路 ・宅 地割 等 も考慮 した街 区

・地 区単 位 の 規 制 方 式 を 採 用 す る こ とが必 要 で あ ろ う。

街 区 ・地 区単 位 の 規 制 方 式 は主 に 北 ヨ ー ロ ッパ に お い て行 わ れ て い るが,な か で も西 ドイ ツのBプ

ラ ンは規 制 方 式 と して高 度 な もの を も って お り,そ の た め に近 年 日本 で も注 目 され て い る もの で あ る。

そ こで,Bプ ラ ン方 式 に つい て,そ の 長 所 と短 所 とを考 えて み よ う4!

Bプ ラ ンと は,あ る地 区を ど の よ う に開 発 し,建 築 して い くか を,図 面 と文 章 とで示 した拘 束 力 の

あ る規 定 で,建 築 を 行 お う とす る場 合 に は,建 築 許 可手 続 き の 中で プ ラ ンに適 合 して い るか ど うか が

チ ェ ック され る。 そ して,建 築 許 可 の判 断 の指 針 と して 有効 な た めに は,少 な くとも次の3つ の規 定 が

プ ラ ンに 含 まれ て い る こ とが 必要 で あ る 。

① 建 築 的 利 用 の 用途 と密 度

② 敷 地 内の 建 築 許 容 範 囲

③ 地区内交通用地

内容 的 に 言 う と,① の建 築 的利

用 の用 途 と密 度 が 日本 の用 途 地 域

制 に対 応 す る もの で あ り,許 容 さ

れ る建 築 物 の種 類 や建 ぺ い率,容

積 率,階 数 等 が 定 め られ る 。 また,

③ の地 区 内 交 通 用 地 は,規 制 の レ

ベ ル はか な り異 な る が,ほ ぼ建 築

基 準 法 の 接 道 規 定 に 対 応 してい

る と考 え て よ い.一 方,② の 敷 地

内 の 建 築 許 容 範 囲 は,日 本 に相

当 す る 規 定 が 見 当 た ら な い。 こ

れ は一 般 に 建築 限界 線(Bau-

grenze・ こ の線 を越 えて 建 築 を 行

うこ とは許 され な い)に よ って定

め られ,一 部 で は建 築 線(Bau-

Iinie,こ の線 に沿 って建 築 しな

けれ ば な らな い)も 用 い られ る。

中高層 住 宅 地 の例 を 図15-5に 示

したが,敷 地単 位 で な く街 区 。地

区単 位 に規 定 を 定 め る こ とが 可 能

で,建 築 群 に一 定 の秩 序 を 与 え る

こ とが で き る こ とが 理 解 で きよ う。

Bプ ラ ンに お い て は,以 上 の3

つ の規 定 に 加 え,各 種 の規 定 を 重

ね合 わせ る こ とに よ って 更 に詳 し

く地 区 の将 来 像 を示 す こと も で き

路

L_.____.___」 ヨ

団
il.________.

L-・ 一一・一一㌃
___コ

St一

「一一 一 一 一 一 「

1ヨ1… 呵
「≒ 丁一 マ2

LヱL-.↓L_.一 一.璽」

最 も一 般 的 な例 で 、建

物 は 建築 限界 線 内 に言f

画 さ れ る.凍 間 に は子

供 の 遊び 場 が考 え られ

てい る.Stは 駐車 場

の指定 であ る.

2凍 の 建物 の左 端 の位

置 を一致 させ る目的 か

ら、左 端 の一 部(○ 部)

に 建築 線 を指 定 した も

の であ る・Gaは 車 庫

を示 す ・

一 定 の秩序 を つ くりだ

すた め に 、建物 形態 を

細 か く指 定 し た例 で 、

広い 緑地 を 確保 す るた

め に 、車庫 は地 下 に計

画 され てい る(TGa}.

自治体や住晃組合等に

土地が所属している場

合は、居住環境に配慮

され ることが明 らかで

あ るので、このような

自由度の高いプランも

作成される.

一一一 一 建築 限 界 線/一 ・一・・建 築 線/ロ ーマ 数字 は許 容 階 数

図15-5 中高層住宅地のBプ ラン
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る。 よ く用 い られ る もの に 建 築形 式(Bauweise,側 面 方 向 の隣 地 境 界 線 に接 して建 て る か,そ れ と

も一 定 の距 離 を 離 して 建 て るか を示 す)が あ り,こ の他 に も棟 の 方 向,屋 根 の形.車 庫 や駐 車 場,盛

土 ・切土 な どを 定 め る こ と もで き る。 この よ う な詳 細 な規 定 も定 め う る こ とがBプ ラ ンが 「地 区詳 細

計 画 」 と も訳 され る原 因 で あ る。 ど の程 度 詳 し く規 定 を 定 め るか は その 地 区の 特 性 に応 じて 柔軟 に扱

わ れ,地 区 の た めに 必 要 な範 囲 で 各種 の制 限 を 行 う こ とが で き る。

以 上 の よ う な 性 格 を も つBプ ラ ン の 特 性 を 生 か す な ら ば,建 物 の 形 態 に 秩 序 を 与 え て 建 築

密 度 と居 住 環 境 の バ ラ ンス牽 図 り,日 照 に も 恵 ま れ ・ 同 時 に 一 定 の 密 度 も あ る 居 住 地 を 形 成

す る こ とが で き る だ ろ う 。 も ち ろん,西 ドイ ツ に お い て は 冬 季 の 日照 に 恵 ま れ な い た め(1

-2参 照) ,住 戸 へ の 日 照 よ りも 採 光 な ど の 条 件 が 重 要 視 され て お り,Bプ ラ ンは 採 光 や 通風 の

確 保,騒 音 の 防止,プ ラ イバ シー の保 護,道 路 沿 い の 緑 の景 観形 成 や 都 市 の 美 観 等 に 重 要 な 貢 献 を し

て い る 。気 候,人 々 の意 識,生 活 の 違 い等 に よ り,詳 細 な プ ラ ンに期 待 され る もの は異 な り,そ れ に

応 じて何 を ど う規制 す るか も変 化 す るだ ろ うが,こ の種 の 街 区 ・地 区 単 位 で 宅 地 基 盤 と建 物 とを一 体

的 に規 定 で き るプ ラ ンが,環 境 と密度 との両 立 を 図 る手 段 と して 有 効 だ とい う こ と は共 通 して い ると

言 え よ う。

この よ うに考 え る と,Bプ ラ ン方 式 は,「 秩 序 の あ る空 間 を 形 成 す れ ば 日照 と密 度 とを あ る程 度 両

立 さす こ とが で き る」 とい う 日照 の も つ性 質 に 適 した もの で あ り,日 照 確 保 の た め の 方 式 と して優 れ

た もの で あ るこ とが わ か るだ ろ う。

しか し,日 本 にお い て 建築 規 制 の方 式 と して 一 般 的 にBプ ラ ンを 用 い れ るか とい う点 に な る と,非

常 に 大 きな障 害 が あ る と言 わ ね ば な らない 。 この 種 の プ ラ ン作 成 は多 大 な 労 力 を 必 要 と し,西 ドイ ツ

に お い て も数 ヘ ク タ ール の地 区の プ ラ ン決二定 に2～3年 を要 す る の が一 般 で あ る。 更 に,西 ドイ ツの

よ うな石 や レ ンが 鉄 筋 コ ンク リー ト造 が 大半 で あ る と こ ろ と違 い,木 造 建 築 が 中心 の 日本 で は建築

物 の変 化 が 速 く,Bプ ラ ンの よ う な固 定 的 な プ ラ ンで ど こ ま で対 応 で き る か は 問題 で あ る 。 また,環

境 と密 度 を う ま く両 立 させ よ う と詳 細 な 規定 を行 え ば行 うほ ど プ ラ ンの拘 束 は増 し,後 に土 地 所有 者

等が建築を行う際にその特例を認めねばならなくなる恐れも強い5!

これ らの 点 か ら考 え,日 照 確保 の 方策 と してBプ ラ ン方 式 を 一 般 化 す る こ と に は無 理 が あ り,こ の

種 の 規 定 を採 用 で き るの は 一 部 の 地 区 に止 ま る も の と思 わ れ る 。

15-2 建築の規制 ・誘導方式への提言

最 後 に,こ れ ま で の検 討 を も とに して,良 好 な 日照 を 確 保 す る とい う立 場 か ら建 築 の 規 制 ・誘 導方 式

に関 して 若干 の提 言 を 行 い たい 。

一 般 に,居 住 環 境 を 保 護 す るた め の建 築 の 規制 ・誘 導方 式 と して は 次 の3つ の 手 法 が考 え られ る。

① 全 体 にわ た って 同 じル ール に基 づ い て建 築 の 規制 を行 う。

② 全 体 に わ た って あ るル ー ル を採 用 す るが,居 住 環 境 の保 護 を 重視 す る地 区 に お い て は,対 応

した上 乗 せ 規制 を行 う。

③ 全体 に わ た って あ る ル ール を 採 用 す るが,居 住 環 境 が 悪 化 しな い こ とが 保 障 され た地 区 にお

い て は ル ー ルの 適 用 を 一 部 免 除 し,地 区 に対 応 した規 制 に変 え る こ とを 許 す 。

現在 日照 に 関 して行 わ れ てい る方 式 は,① で あ る と思 わ れ るが,一 部 に つ い て は② の 性 格 を も有 し
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て い る。 とい うの は,ほ ぽ 全 国 的 に 日影 規 制 が 行 わ れ て お り,よ り確 実 に 日照 を 確 保 した い場 合 には

建築 協定 や 地 区計 画 制 度 が 準 備 され てい るが,建 築 協 定 は一 般 に は建 築 確 認 の 要 件 とは され て お らず∫)

公 的 な建 築 の規 制 ・誘 導 方 式 だ と は言 え ない し,地 区 計 画 で は 公 的 に 日照 確 保 を 図 る こ とが で き るが,

その よ うな実 例 は ま だ報 告 され て い な いか らであ る。

こ こで,良 好 な 日照 を確 保 しよ う とす る場 合 に,①,②,③ の どの 方式 が 望 ま しい か を考 えて み よ

う。 まず,① の方 式 だ が,画 一 的 な ル ー ル に よ るた め 地 区 の 特 性 に応 じ られ な いの は も ちろ ん,秩 序

の あ る空 間 を 形 成 す れ ば環 境 と密 度 を両 立 さ せ る こ とが で き る とい う 日照 の性 質 に な じまず,地 区 に

よ っ ては 規 制 の不 十分 な 点 が み られ,地 区 に よ って は余 裕 が あ る とい う,現 行 の 日影 規 制 の よ うな状

況 に な りが ちで あ る。 従 って,① の 方 式 を採 用 す る こ と は,あ ま り好 ま し くな い。

で は,② と③ の 方 式 の う ちで は,ど ち らが 望 ま しい で あ ろ うか 。 も ちろ ん,規 制 の強 度 に よ って は

ど ち らと も言 え な い 場 合 もあるだ ろうが,次 の 点 か ら考 え,③ の 方 式 の方 が優 れ て い る と言 え よ う。

ま ず,② の 方 式 で は 「良 好 な 環 境 を 望 む な らば,上 乗 せ を す れ ば よ い 」 とい う理 由で,全 体 に 関 す

るル ー ル は不 十 分 な点 の あ る もの に な り易 い 。 人 々の環 境 へ の 意 識 が 高 く,同 意 が 容 易 に 行 え る場合

に は,多 くの 地 区で 上 乗 せ 規 制 が 可 能 な の で これ で も問題 は な い と思 わ れ る 。 しか し,土 地 の 売 却 や

マ ンシ ョ ン ・アパ ー トの 建 設 を 考 え る土 地所 有 者 もお り,容 積 率 の 高 さが か な り求 め られ て い る現状

で は,上 乗 せ 規 制 を行 う こ とは 容 易 で な く,そ の た め に ど う して も環 境 が犠 牲 とな りが ちで あ る。今

日の 日本 が こ の状 況に あ る と言 え よ う。

他 方,③ の方 式 で は 「容 積 率 の 高 さを 望 む な らば,一 定 の要 件 を そな え,規 定 を緩 和 して も らえ ば

よい 」 た め,全 体 に関 して よ り十 分 なル ール を 定 め る こ とが可 能 と な る。 も ちろ ん,そ のル ール に は

か な り余 裕 の あ る点 も含 ま ざ るを え ない が,余 裕 を 生 か して 「容 積 率 は高 くな る が,居 住 環 境 は同 じ

か,よ り以上 の レベ ル の もの が 得 られ る」 居 住 地 を 建 設 しよ う とす る者 に は,規 定 の緩 和 が提 供 され

るの で あ る 。高 い 容積 率 が 求 め られ る傾 向 の 強 い 今 日で は,多 くの 者 が この 規定 の緩 和を 得 よ う と努

め るた め,環 境 と密 度 とが 両 立 した居 住 地 づ くりへ の 努 力 が広 く行 わ れ,人 々の 町 づ く りへ の 意 欲 も

向上 す る で あ ろ う。

つ ま り,② の方 式 で は 「居 住 環 境 と建 築 密 度 とが 調 和 ・両立 し,良 好 な 日照 もあ り,か つ一 定 の 密

度 もあ る」居 住 地 づ く りを誘 導 して い くこ と は困 難 で あ るが,③ の方 式 で は それ が 望 め る ので あ り,

これ が ③ の方 式 の優 れ て い る点 で あ る 。 その 場 合,全 体 に 適 用 す る ル ール と して は,強 化 され た 日影

規 制 や,北 側 斜 線 と東 西側 斜 線 の組 み合 わせ が 考 え られ るが,チ よ ックの 複 雑 さを考 え る な ら 日影 規

制 よ り斜 線 の 方 が 良 い と言 え よ う。 な お,北 側 斜 線 の み の 規制 で は,日 照 を 十 分 確保 す る こ とが で き

ず,計 画 的住 宅 地 に対 して 規定 を緩 和で き る余 地 も少 な い の で,や は り東 西 側斜 線 との 結合 が必 要 で

あ る。

そ して,居 住 環 境 を 十分 に考 慮 して計 画 した地 区 につ い て は,一 般 規 定 の 適 用 を 免 除 し,地 区に応

じた 規制 を行 う こ と とな る。 この種 の地 区 に対 応 した規 制 と して は地 区計 画 制 度 が 現存 す るが,現 行

の もの は一 般 規 定 に上 乗 せ を す る こ とは で きるが 緩 和 はで きず,し か も規 定 で き る内 容 もま だ十 分 で

な い 。今 後,地 区 計 画 制 度 を 更 に 充 実 させ,一 定 の要 件 を 満 た せ ば規 定 の緩 和 が で き るよ うにす る必

要 が あ る 。

な お,以 上 の よ うな 作 業 と同 時 に,現 行 の用 途 地 域 制 の 再 検 討 も行 い,日 照 確 保 の た め の規 制 と建

ぺ い 率 ・容 積 率 との 関 連 や,地 方 の 実情 に対 応 で き る方 策 の 検 討 も行 わ ね ば な らない だ ろ う。 これ ら
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の建築の規制 ・誘導に関する研究と,日 照等の居住環境に関する研究が進展することにより,豊 かな

都市空間が確保され,後 世にす ぐれた居住空間を遺すことが可能になると思われる。

注1)日 照 利 用 技 術 の 発 展 に 伴 い,将 来 は 住 宅 の 屋 根 面 へ の 日射 が 重 視 され る もの と思 わ れ るが,高 い 位

置 ほ ど良 い 日照 が 望 め るヤ ネ ゴエ 日照 は,こ の 点 で も優 れ た性 質 を有 して い る。

2)ソ ー ラー ・エ ンベ ロ ープ に つ い て は,RalphL.Knowlesの"SunRhythmForm"

(1981年)に よ る。

3)G,B.Hayes;"SolarAccessLaw"P.94(1979年),し か し,ノ ウ レス の ソ ー

ラー ・エ ンベ ロ ープ は 柔 軟性 を も有 して お り,設 計 指 針 と して は非 常 に有 効 と思 わ れ る。

4)Bプ ラ ンにつ い て は,H.Dieterich,J。Koch:"Bauleitplanung"(1977年)

〔阿 部成 治 訳,「 西 ドイ ツの 都 市 計 画制 度」 〕 に詳 しい。

5)阿 部 成治 「西 ドイ ツ にお け るBプ ラ ンの成 立 過 程 と 問題 点 」,日 本 都 市 計 画学 会 学 術研 究 発 表 会 論

文 集,第13号(1978年)

6)荒 秀,「 建 築 協 定 の 法 的性 質 」,ジ ュ リス ト増 刊,特 集 日照 権(1974年)
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そ の1.日 照 の 目標 水 準 の 設 定 告集,第305号

7 中高層建物による日照阻害時間帯と被害意 日本建築学会大会学 1981.9

識 術講演梗概集

8 日照からみた一戸建住宅地の計画論 日本建築学会論文報 1981.10

その2各 種配置計画の比較検討 告集,第308号

9 分譲宅地の申込倍率に関する研究 日本都市計画学会学 1982.11

術研究発表会論文集,

第17号
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第3部 に関 す る もの

1

Nα 題 名 発表機関 ・誌名 発 表 年 月 備 考

印

10 新 しい都市住宅等の調査研究(中 間報告)

住宅 ・街区環境の整備方向

新 しい都市住宅調査

研究会(京 都市住宅

局)

1982.3 分 担

第4部 に関 す る もの

Nq 題 名 発表機関 ・誌名 発 表 年 月 備 考

11 建築物の日影規制に関する研究 日本建築学会大会学 1979.9

一 南むき直方体建物の場合 一 術講演梗概集

12 建築物の日影規制に関する研究 日本建築学会中国 ・ 1981.3

一 建物方位が回転 した場合 一 九州支部研究報告,

第5号

13 日影規制の住宅形態への影響 日本建築学会大会学 1982.10

一 大 阪市 南 部 に お け るケー ス・スタデ ィ・一 術講梗概集

14 日影規制下における建築物の容積率に関す 日本建築学会論文報 1983.3

る研究 告 集,第325号

15 日影規制の中高層住宅に及ぼす影響 日本建築学会大会学 !983.9

術講演梗概集

第5部 に関 す る もの

Nα 題 名 発表機関 ・誌名 発 表 年 月 備 考

16 西 ドイ ツに お け るBプ ラ ンの 成立 過程 と問 日本都市計画学会学 1978.11

題点 術研究発表会論文集,

第13号

17 西 ドイツの都市計画制度 (学芸出版社) 1981.3 翻訳出版
一 建 築 の 秩 序 と 自由 一
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そ の 他

!
Nα 題 名 発表機関 ・誌名 発 表年 月 備 考

18 市街地での局地公害と公害苦情 建 築 雑 誌vol,87,N〔L1058 1972.11

19 工住混合市街地における生活環境侵害 日本都市計画学会学術講 1972.11 共 同

と防止対策に関する研究 演会論文集,第7号

20 市街化調整区域における集落の変動に 日本建築学会九州支部研 1973.2

関する研究 究報告,第20号

21 公害苦情と都市計画 「近 隣 騒 音 」(日 報) 1974.6

22 市街化調整区域における開発許可の研 日本建築学会中国 ・九州 1975.2

究 支部研究報告,第3号

23 傷だらけの市民会館(そ の1) 建 設 ニ ュ ー ス,Nα710 1976.3

24 傷だらけの市民会館(そ の2) 建 設 ニ ュ ー ス,Nα714 1976.4

25 建築確認制度の変容と展望 土地住宅問題,第30号 1977.2

施行規則1条5項 の問題点

26 地方都市での郊外団地居住に伴 う通勤 日本都市計画学会学術研 1977.11

・買物交通の変化に関する研究 究会表会論文集,第12号

27 宮崎における公社分譲住宅申込者の型 住宅問題研究者連絡会論 1978.9

選択と資金計画 文 集,Nα1

28 土地区画整理による借地 ・借家の動向 住 宅,第27巻 第10号 1978.10

29 西 ドイツにおける建築許可制度 日本都市計画学会学術研 1979.11

一 日本の制度 との比較 究発表会論文集,第14号

30 九州の企業都市 日本建築学会都市計画委 1981.9 共 同

員会

…
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本 論 文 は,筆 者 の 最近7年 間 の研 究 成果 を も とに して ま と めた もの で あ る。

筆 者 が 日照 の 問 題 に興 味を もつ よ うに な った の は,市 街 地 住 宅 にお け る 日照 条 件 を 卒 業 論 文 の テ ー

マ に選 ん だ昭 和44年(1969年)の こ とで あ る。修 士 課 程 に進 み,ま た 都 城 工業 高 等 専 門 学 校 に移

った 当初 は,日 照 を 直接 の研 究 対 象 とす る こ とは な か ったが,い つ も頭 の 片 隅 に あ り,気 に かか る存

在 だ った 。 その 気 持 が,昭 和52年(1977年)以 降,筆 者 が 再 び 日照 を 研 究 テ ー マ と して い く契 機

と な った の で あ る。

しか し,筆 者 が この よ うな論 文 を ま とめ る こ とが で き たの は,多 くの 方 々の 御 指 導 お よ び御 援 助

の おか げで あ る。特 に松 浦 邦 男 京 都 大 学教 授 に は論 文全 般 に わ た って 適 切 な 御 指 導 を い た だ き,三 村

浩 史 京 都 大 学 助 教授 に は個 別 研 究 の段 階 か ら多 くの示 唆 と援 助 を い た だ い た 。 こ こ に記 して心 か ら感

謝 の意 を 表 わ す 次 第 で あ る。

この 研 究 を 行 う過 程 に おい ては,こ の他 に も多 くの方 か らの 援 助 を い た だ い て い る。 第2部 の 「郊

外 一 戸 建 住 宅 地 の 日照 と配 置 計 画 」 に お い て は,宮 崎 県 住 宅 供 給 公 社 か ら多 くの 資 料 の 提 供 を い ただ

いた 。 なか で も筆 者 に対 して公 社 の 窓 口 とな り,同 時 に多 くの 示 唆 を い た だ い た企 画 課 の阿 部 孝 治 氏

に は深 く感 謝 の 意 を 表 したい 。 また,第4章 に つい ては 兵 庫 県住 宅 供 給 公 社 と兵庫 県都 市住 宅部 新 都

市 建 設課 か らも貴 重 な デ ー タを 提 供 い た だ い て い る 。

第3部,「 都 市 中 心 部 に あ る 町 家 地 区 の 日照 計 画 」 を 執筆 す る こ とが で き た の は,ひ とえ に この

よ うな研 究 の 機 会 を 与 え,調 査 の デ ー タを 提 供 し て い た だ い た 三村 浩 史 京都 大学 助教 授 と三 村 研 究

室 の メ ンバ ーの お か げ で あ る 。特 に小 島正 也 氏 に は ア ンケ ー トの再 集 計 を して い た だ く等 の援 助 もい

た だ い て い る。

第4部,「 日影 規 制 の効 果 と限 界 」 は,本 研 究 の うち最 初 に着 手 した 部 分 で あ る と同 時 に,最 後 ま

で ま とめ るの に 苦 心 した部 分 であ る。 特 に 第11章 を ま と め る には 長 い 期 間 を 要 した が,そ の 間筆 者を

支 え て くれ たの は 都 城工 業 高 等 専 門 学 校 の卒 業 研 究 生 の諸 君 で あ った 。 昭 和52年 度 の 谷 口伸 一 郎 と柏

田正 泰,昭 和53年 度 の房 野 昌子,昭 和54年 度 の 瀬之 口稔,お よ び昭 和55年 度 の 有 馬 正 嗣,岩 波 純 浩,

新 見 英 明,橋 口芳 弘 の 各氏 に対 し,深 く感 謝 し た い 。 ま た,第12章 は 大 阪 市 建 築 局 建 築 指 導 部 指導 課

お よ び神 戸 市 住 宅局 建築 部 住 宅 環 境 課 か ら提供 い た だ い た貴 重 なデ ー タを も と に ま とめ たの で あ る。

以 上 の他 に も,第3章 に つ いて は既 存統 計 に 接 す る機 会 を つ くって い た だい た高 東 博 視 宮 崎 県 土 木

部建 築 住 宅 課 長(当 時)の,第4章 の 前 半 部 に つ い て は 昭和57年 度 卒 業 研 究 生 の 畦 池 恵 子 の 各 氏 の 協

力 を受 け て い る。

と ころで,筆 者 の 日照 に 関す る研 究 は,こ の 論 文 に よ って終 了 した わ け で は な い 。む しろ,論 文 を

ま とめ て い く過 程 に お い て,日 照 の重 要 性 を 強 く再 確認 させ られ る こ とと な っ た 。今 後 とも継 続 して

研 究 を発 展 させ て い きた い の で,筆 者 の 研 究 を 見 ま も り,同 時 に忌 弾 の な い意 見 を い た だ け れ ば幸 い

で あ る。

昭 和59年(1984年)6月 阿 部 成 治
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