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長期使用構造等確認書
or 住 宅 性 能 評 価 書
● フラット35の設計検査が省略
● 長期優良住宅認定や
 国の補助等に利用可能

北方型住宅
基本性能確認証

【交  付】

【北方型住宅の証】

住宅履歴保管書
★住宅竣工後発行します

3

最 大
41,500円41,500円
お得！！

令和4年
10月～ 利用しやすくなりました利用しやすくなりました

【申  請】

長期使用構造等確認申請
or 住宅性能評価申請

1

住宅履歴情報保管申請

2

北方型住宅 2020 の
基本的な性能を満たした
住宅が対象です

申請の組合せ
北方型住宅パッケージ申請手数料の例（一般的な住宅） （単位：円、税込）

長期確認 or 性能評価＋　   履歴情報保管
＋　   建築確認
1 2
3

手数料

96,500
（▲27,900）

68,600

長期確認 or 性能評価＋　   履歴情報保管1 2 71,500
（▲15,400）

56,100
割引

割引

北方型住宅パッケージが北方型住宅パッケージが

パ
ッ
ケ
ー
ジ
で

申
請
す
る
と

きた住まいる
サポートシステム

★長期優良住宅の記録・保管に使えます

センター
マスコットキャラクター ハウリー

★ 長期使用構造等確認または住宅性能評価と住宅履歴保管の同時申請で

 北方型住宅の確認証 がもらえます。さらに 手数料もお得！
★ 確認申請を同時に行うと 手数料がますますお得！

北方型住宅パッケージ ● 市町村独自の建設費補助に利用可能
   （詳しくは、各市町村にお問い合わせください）

パッケージの
詳細はこちら
パッケージの
詳細はこちら
パッケージの
詳細はこちら

札幌市中央区北３条西３丁目１　札幌北三条ビル８階
Tel 011-241-1893　https://hokkaido-ksc.or.jp
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マスコット
キャラクター
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「信頼」「安心」
「スピード」を
モットーに取り
組んでいます

北海道建築指導センター
審査・検査業務のご案内

 「こどもエコすまい支援事業」に関わる
審査証明書は当センターへ！
 「こどもエコすまい支援事業」に関わる
審査証明書は当センターへ！
◆建築確認検査※1　◆適合証明（フラット 35）
◆住宅性能評価　◆長期優良住宅技術的審査
◆低炭素建築物技術的審査　◆札幌版次世代住宅適合審査
◆BELS評価　◆建築物省エネ適合性判定
◆耐震改修等評定　◆建築物省エネ評価・任意評定
◆住宅瑕疵担保責任保険（まもりすまい保険）
※1建築確認検査業務区域：北海道全域（2022 年 5月より）
※2確認検査と適合証明、瑕疵担保保険等を同時申請で確認審査手数料の２割引など

ワンストップ
サービス※2で
手数料割引

建築確認検査の業務区域を北海道全域に拡大しました。

お問い合わせは
当センター審査部審査課へ！

https://hokkaido-ksc.or.jp/
index.php?id=1136

TEL.011-241-1897

（R4.5～）
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〈表紙の写真〉
「札幌学院大学新札幌キャンパス」
札幌学院大学（江別市）は、新札幌駅周辺の再開発に応じ、
建物外観を杜

もり

に見立てた第二キャンパスを建設。まちに開
かれた教育施設をコンセプトに、敷地内に地区施設の一部
となるキャンパス・プロムナードを設けている。中層階に
図書館、大講義室等の大空間、上層階に演習室エリア、研
究室エリアを積層。関連事項は14ページに記載。

「贈与税と相続税の一体化」
「土地の名義を配偶者に変更する」。これ、立派な
贈与です。たとえタダでも評価額に対し贈与税がか
かります。あら、気をつけないと！

＊
にわか勉強で贈与や相続について色々調べてみる

と、知らないことばかりでビックリします。冒頭の
ように土地の名義変更はたとえ配偶者であっても贈
与税の対象。安易に考えると痛い目に。それどころ
か配偶者に対する贈与には子や孫に対する特例税率
ではなく、より高い一般税率が適用されます。まあ、
長く連れ添った夫婦であれば居住地の贈与には非課
税控除があるようですが、それにしても連れ合いな
のに…。
一方、相続の場合、大きな控除があるので実際に

相続税を払うケースは1割弱とのこと。たとえ相続
税がかかったとしても配偶者分は免除（1億6千万円
まで）。加えて「相続時精算制度」が配偶者は適用外
であることを考え併せると、配偶者への財産分与は
急ぐことなく死亡時が基本ということでしょう。庶
民としては策を弄さず、財産でもめないよう夫婦連
れ添っているうちは仲良く過ごしましょう。

＊
贈与税と相続税はいずれも資産の再分配機能ゆえ

に密接に関連し、2023年度には一体化に向けて改正
されます。「次世代に財産の早期移転を促すことが
ねらい」とのことで、子や孫への教育資金や子育て
資金の生前贈与についても非課税枠が延長されるよ
うです。ここは業界人として、ぜひとも住宅資金贈
与の非課税枠についても拡充・延長してもらいたい
ところです（現時点では23年12月末が期限）。

＊
さて、ふたたび冒頭の夫婦間の財産分与。勉強つ

いでに相続における法定分与をケーススタディ。夫
の死亡時は妻1/2・子1/2を均等。子のいない場合は
妻2/3・親1/3。子も親もいなければ妻3/4・兄弟1/4。
ン？ ならばこの時、妻に移った多くの財産は、妻
が死んだら夫側ではなく妻側の兄弟へ渡るのか。フ
ムフム。では、妻が先に死んだら、妻の財産は一部
が夫に移って…。
なんだかせちがらくなってきました。やっぱり夫

婦は、もめず、慌てず、末永く、幸せに暮らすこと
が一番です。

（T）

今月のことば



立松 宏一 地方独立行政法人北海道立総合研究機構建築研究本部
北方建築総合研究所建築研究部環境システムグループ・研究主幹

1．はじめに
建築物の環境設計においては、様々な場面
で計算による温度環境や熱負荷の予測が行わ
れます。しかし、計算で予測できることの限
界や、計算にかけられる時間やコストの制約
から、必ずしも省エネの面から適切な設計が
実現できているわけではありません。例え
ば、暖房設備の設計では、おおまかな計算で
暖房負荷を算出し、安全率を乗じて設備容量
を設定した結果、省エネの観点では無駄の多
いシステムになっていることがあります。
本稿では温熱環境・熱負荷計算に用いられ
ている代表的な手法の概要と課題を述べた上
で、研究で開発した計算プログラムについて
紹介します。
2．様々な温熱環境・熱負荷計算法
⟹1定常計算
室内の温度または熱負荷を予測するには、
次の熱収支式を解くことになります。
「室内に流入する熱」

＝「室内から流出する熱」
例として、図1の条件で生じる暖房負荷を
算出してみます。ここでは、時間的な温度変
化はないもの（定常計算）と仮定し、「室内に
流入する熱」は暖房のみ、「室内から流出する
熱」は外皮を通じた貫流熱と換気のみを考え

ます。この場合、貫流熱損失と換気損失を加
えたものが暖房負荷となるので、室温を20℃
に維持するためには2,500 Wの暖房が必要な
ことが計算によってわかります。
庁舎建築などの暖房負荷算出に用いられて
いる「建築設備設計基準」においても、基本
的に同様の定常計算が採用されており、外気
温には一定の設計用屋外温度（例えば、札幌
は－8.1℃、旭川は－16.2℃（2021年版））を
用いることとされています。
⟹2デグリーデー法
年間の暖房用燃料消費量を算出したい場
合、外気温は日時によって変わるため、外気
温を一定に仮定した定常計算では対応できま
せん。
このような場合によく用いられるのが、室
内取得熱を考慮したデグリーデー法です。図2
で ti－Δtnと外気温 toの差が実際に暖房によ
る加温が必要な温度差となります。この温度
差の期間積算値（図2の網掛け部分の面積）は
ti－Δtnを変数とする2次関数でよく近似で
き、これに建物の単位温度差当たりの熱損失
を乗じることで、簡単な計算で期間暖房負荷
を予測できるため、BIS（断熱施工技術者）の
テキスト1)などでも紹介されています。だだ
し、本手法は建物全体が一様な温度に常時保
たれることを前提としています。

センターゼミナール 191
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図1 定常計算による暖房負荷算出

外皮平均熱貫流率
UA＝0.3 W/（m2K）
外皮面積A＝300 m2

換気 100 m3/h
外気温 0℃

暖房負荷？

室温20℃

暖房負荷＝貫流熱損失＋換気熱損失
＝（0.3 W/（m2K）×300 m2＋100 m3/h×0.35 Wh/（m3K））

×（20－0）K
＝2,500 W ※0.35 は空気の容積比熱

図2 取得熱を考慮したデグリーデー法
5月4月3月2月1月12月11月10月9月

日平均外気温 to

自然温度差Δtn

日射や室内発生熱
による温度上昇暖房温度 ti

ti－Δtn

ti



⟹3多数室・非定常計算の必要性
一方、次のようなケースはこれまでに述べ
た計算手法では、検討することができません。
・多数室を有する建築物で部屋ごとに温度が
異なる場合
・時々刻々の室温の変化や暖冷房負荷を求め
たい場合
庁舎や学校などの業務建築は、複数の部屋
を有し、部屋ごとに使用時間が異なるため、
良好な室内環境を保ちながら省エネ化を図る
ためには、多数室や時間的な温度変動に対応
した計算手法を用い、細やかな検討を行うこ
とが必要です。
このような検討に対応できる手法として、
有償プログラムがいくつかありますが、条件
入力に手間がかかるため、一般の建築設計で
はほとんど活用されていません。また、当研
究所においても、個別の検討ニーズに応じて
プログラムを構築していますが、作業に時間
がかかる、一部の担当者に業務が集中するな
どの課題がありました。
そこで、近年ニーズの多い業務施設の暖冷
房負荷と温熱環境に関する検討に対応するた
め、研究に活用しやすいツールとして多数
室・非定常計算を扱うことのできる計算プロ
グラムを開発することとしました。
3．計算プログラムの作成
⟹1計算方法の検討
計算プログラムはプログラミング言語の
Fortran を用いて記述し、室間の熱移動、空
気移動の収支に関する連立方程式を解くもの
です。室の熱収支で考慮している主な要素を
図3に示します。
壁体内の熱移動は、熱容量による温度変化
の遅れを考慮するため、図4のように熱の流
れに沿って多層分割し、ある時間に層内に蓄
熱される熱量と層の温度変化に要する熱量が
等しいことに基づく熱平衡式を解きます。
室内に侵入した日射については、計算の簡
易化を図るため、床面にすべて吸収させる場
合と、床・天井・壁の面間放射を考慮する場

合の比較を行いました。図5は単純なモデル
で日射の取り扱いによる熱負荷の違いをシ
ミュレーションした結果です。結果として差
が小さかったことから、本プログラムでは日
射を床面にすべて吸収させる計算としました。
室間の換気量は、温度差による浮力と外部
風を考慮した換気回路網計算を行い、吹き抜
けにも対応しています。
本プログラムでは各室の室温、または室温
を設定したときの暖房負荷を計算することが
でき、湿度や壁表面温度の計算も可能です。
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図5 室内に侵入する日射の取り扱いの検証
24222018161412108642

－冷房 27℃

＋暖房20℃

全面に吸収

床面に吸収

計算モデル

放射放射日射

6.0

4.0

2.0

0.0

－2.0

－4.0

－6.0

室
の
熱
負
荷［
kW
h］

時

図4 壁の伝熱計算モデル

l：層の厚さ［m］
T：温度［℃］
U：層間の熱貫流率［W/（m2K）］
J：日射・長波放射による伝熱［W/m2］
α：熱伝達率

Uk（j,j＋1）Uk（j,j＋1）Uk（j－1,j）Uk（j－1,j）Uk（1,2）Uk（1,2）Uk（0,1）Uk（0,1）

T（k,j＋1）T（k,j＋1）T（k,j）T（k,j）T（k,j－1）T（k,j－1）T（k,2）T（k,2）T（k,1）T（k,1）T（k,0）T（k,0）

l（k,j＋1）l（k,j＋1）l（k,j）l（k,j）l（k,j－1）l（k,j－1）l（k,2）l（k,2）l（k,1）l（k,1）

αik

Jik
Ti

※下付き文字の kは壁番号、1,2,…j は層番号を示す。

図3 室の熱収支で考慮している要素
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⟹2計算プログラムの検証
計算結果については、ANSI/ASHRAE 140

（建築物性能シミュレーションの診断の手法）
に準じ、モデル建物の日射熱取得量や暖冷房
負荷に関する検証を行い、他のプログラムと
同等の結果が得られることを確認しています。
⟹3条件入力作業の効率化
多数室を有する建物のシミュレーションプ
ログラムは、室数が増えると条件入力作業の
負担が大きくなるとともに、入力ミスの発生
も懸念されます。
そこで、計算条件入力作業の効率化を図る
ため、PowerPoint と Excel を利用した入力
補助ツールを作成しました。図6に示すよう
に、入力部分を計算プログラム本体と分離し
て Microsoft Office ツールで作成すること
で、入力作業を分担して行うこともできます。
まず、PowerPoint の図形描画機能を利用
して、建物の室情報および形状を入力すると、
室間の壁・床、天井面積が自動的に算出され
ます。これをベースに、各部位の具体的仕様
や時刻別の温度設定などを入力し、CSV形式
に変換して計算プログラムに引き渡します。

4．活用事例
本プログラムを用い、実際の庁舎建築にお
いて暖房システムの運用改善効果の予測を
行った事例を紹介します。
⟹1建物の概要
対象とする建物は近年建設された役場庁舎
で、温水式の暖房が採用されています。図7
に暖房システムの概要を示します。実際には
各階複数室からなり、プログラムも複数室で
モデル化していますが、図では模式的に示し
ています。ボイラーで作られた温水は、外調
機、パネルヒーター、床暖房に分配され、室
内に熱が供給されます。外調機は機械換気を
行う際に、外気を室温同等まで加温する目的
で使用されるものです。

⟹2プログラムによる運用改善の検討
図8(a)は冬季2日間の暖房負荷と各室の温
度を、暖房設備の運用実態をもとに本プログ
ラムによりシミュレーションした結果です。
パネルヒーターには終日温水が供給されお
り、パネルヒーターで暖房している執務室は、
設定の22℃を維持しています。一方、床暖に
より暖房している執務スペースは、夜間に熱
供給が停止するため、室温が2階で18℃程度
まで低下しています。夜間に室温が低下した
執務スペースを業務開始時に十分昇温するた
めに、午前3時頃から床暖房と外調機の運転
を開始し、大きな暖房負荷を生じています。
外調機は本来、換気に伴って導入される外
気の温湿度などを調整する設備ですが、朝の
3時から稼働を開始し、昼に一時稼働を停止
しています。実態としては、外調機が温風暖
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図6 本プログラムの全体構成
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房と同様に運用されていた状況です。たしか
に外調機は吹き出し温度を高めに設定すれば
温風暖房同様に機能しますが、外気導入を伴
うため、必要換気量以上に外調機を稼働させ
ることは暖房エネルギーの無駄になります。
一方、庁舎のように居室の利用時間帯が限
定される事務所建築では、人の不在時は換気
設備の運転を停止する運用も考えられま
す2)。図8(b)は職員が出勤する8時頃まで外
調機を稼働させず、3時から8時まではパネル
ヒーターと床暖房のみを運転した場合のシ
ミュレーション結果です。朝方の暖房負荷は
減少しますが、室温の立ち上がりは図8(a)と
ほぼ同等であることがわかります。なお、現
状では外気導入が過剰だったため、図8(b)で
は外気導入量を3割程削減した上で、外調機
を昼間連続運転しています。
図8の(a)から(b)の運用変更で、燃料消費
量は10％削減できる見込みです。
このように、本プログラムを用いることで、
機器の運転スケジュールを変更したときの暖
房負荷の違いや温度環境を予測し、効果的に
運用改善を図ることができます。
5．おわりに
近年、建築物の ZEB（Net Zero Energy
Building）化に向け、BEI（建築物省エネ法で
用いられている一次エネルギー消費量の指
標）を指標とした省エネ設計が注目されてい
ます。しかし、前項の活用事例でも見たよう
に、同じ建物でも運用によって室内環境やエ
ネルギー消費量は大きく異なり、適切な設計
が行われなければ運用後に改善できることも
限られます。
そのためにも、BEI の低減のみならず、建
物の使い方を踏まえた細やかな設計時の検討
が必要です。弊所では、本プログラムを一つ
のツールとして、さらに建築物の省エネ化に
向けた技術開発、技術支援に取り組んでいく
予定です。
本稿は、経常研究「建築空間の熱負荷・温
熱環境評価─北海道の気候・地域特性を考慮

した建築物のエネルギー・環境評価法の開発
─(R1～R3）」により実施したものです。

〈参考文献〉
1 ) 北方型住宅の熱環境計画2021、北海道建築
技術協会、2021、pp.162-165
2 ) 改正建築基準法に対応した建築物のシックハ
ウス対策マニュアル（第2版）、国土交通省住宅
局建築指導課ほか、工学図書、2003、p.257
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図8 本プログラムによるシミュレーション



平川 秀樹 北海道科学大学建築学科・准教授

1．はじめに

SDGs の17の目標のうち、とくに建築と関わり
が深い目標として「住み続けられるまちづくりを」
と「つくる責任、つかう責任」が挙げられます。
いま、日本では「空き家の増加」が大きな社会

問題となりつつあります。放置された空き家が増
えると街がスラム化する恐れがあり、地震や大雪
による倒壊、ゴミの不法投棄や放火による火災発
生など、防災や治安の面からも様々な懸念が生じ
ます。
日本の人口は、2008年をピークに減少が続いて

いますが、このような空き家は、札幌市などの大
都市部においても、よく見られるようになってき
ています。「住み続けられるまちづくりを」を実
現するために、この空き家問題は、まさに放って
おくことのできない問題です。
建物が、時間の経過とともに古くなって、所々

傷みや汚れなどの不具合が生じることは避けられ
ません。また、時代の経過とともに、新築時に備
えられた性能や設備が、最新のものに比べて見劣
りしていくことも同様です。それらを放置したま
までは、いずれ誰にも利用されなくなり、スラム
化への道をたどることは明らかと言えます。その
ため建物を維持・修繕すること、さらには、その
時代に応じた性能や機能を有するよう改修を加え
ていくことは、古くなっていく建物をより長く使
い続けるために不可欠と言えます。
本報では、既存建物の断熱改修をテーマに、改

修によって性能向上を果たしてより長く使えるよ
うにした建物の事例を紹介します。

2．分譲マンションの外断熱改修

分譲マンションには多くの人が居住することか
ら、それ自体が小さな街と言えます。その分譲マ
ンションにおいても、経年とともに劣化・陳腐化
が進むため、それを放置することはできません。
しかし、分譲マンションは、戸建て住宅に比べ

て建物規模がはるかに大きいため、その維持・修
繕に関わる費用も相当な額となります。この費用
を短期間で捻出することは、分譲マンションの所
有者（管理組合）にとって非常に大きな負担とな
るため、ほとんどの分譲マンションにおいては、
大規模修繕などの維持・修繕工事の費用（支出）
と実施時期、そして、その工事費用の拠出元とな
る修繕積立金の徴収額（収入）を計画した長期修
繕計画が管理組合によって立てられています。
外断熱工法は、躯

く

体
たい

の外側から断熱を施す断熱
工法であり、内断熱工法に比べて熱橋を最小限に
抑えられるため、建物の省エネルギー性能が向上
することや、断熱によって躯体が保護されるため、
その耐久性が向上すること等の優れた特長が知ら
れています。
また、建物を使用（居住）しながらの工事が可

能であるため、既存建物の改修にも適しています。
これらの特長から、分譲マンションにおいては、
経年による劣化・陳腐化を防ぎ、その性能向上と
長寿命化を図る、まさに「住み続けられるまちづ
くりを」を実現する改修方法の一つに挙げられま
す。
⟹1外断熱改修の事例
札幌市内の分譲マンションでは、初めて実施さ

れた O マンションでの外断熱改修の事例につい
て紹介します。表1に Oマンションの概要を示し
ます。竣工は、いまから約50年前の1974年、外断
熱改修は竣工から30年後の2004年に、もともと計
画されていた大規模修繕のタイミングに合わせて
実施されました。
改修前の断熱仕様は、外壁が押出法ポリスチレ

ンフォーム1種（XPS1種）20～25 mm、屋根が同
25～35 mmで、いずれも躯体が断熱材の外側とな
る内断熱工法で施工されていました。窓は、複層
ガラスのアルミサッシ一重窓でした。暖房設備
は、A 重油による温水セントラル住棟暖房であ
り、現在でも全屋連続暖房で運用されています。
外断熱改修の仕様は、外壁がビーズ法ポリスチ

センターゼミナール

―6―

Center Seminar

Part 2 既存建物の断熱改修に関する研究



レンフォーム（EPS1号もしくは3号）もしくは
XPS3種のいずれも50 mm で、窓は、既存の窓の
外側から新たに単板ガラスの外付アルミサッシを
被せる工法が採用されています。屋根は、硬質ウ
レタンフォーム（PUF）を用いた外断熱露出防水
による改修が行われています。外皮平均熱貫流率
は、改修前が0.7 W/㎡K、改修後が0.4 W/㎡Kと
なり、外断熱改修によって外皮からの熱損失を
60％以下に抑えることができる設計となります。

表1 Oマンションの概要

概
要

鉄筋コンクリート造 地上11階建て（基準階型）

延べ床面積：9,600 ㎡（地上部分）

専有部床面積：7,600 ㎡

住戸数：122戸

1974年竣工（外断熱改修時：築30年）

主
な
断
熱
・
設
備
等
仕
様

改
修
前

屋根：内断熱XPS1種25 mm打込
（熱貫流率：1.18 W/㎡K）

外壁：内断熱XPS1種25 mm打込
（熱貫流率：1.15 W/㎡K）

窓 ：引違いアルミサッシ（複層ガラス）
（熱貫流率：4.65 W/㎡K)3)

換気：自然換気方式
暖房：重油ボイラーによる温水セントラル住棟暖房

改
修
後

屋根：外断熱PUF35 mm付加
（熱貫流率：0.43 W/㎡K）

外壁：外断熱EPS1号50 mm付加
（熱貫流率：0.44 W/㎡K）

窓 ：外付アルミサッシ（単板ガラス）付加
（熱貫流率：3.49 W/㎡K)3)

換気：改修前と同じ
暖房：改修前と同じ

外断熱の外装材は、維持・修繕に関わる費用の
長期的な負担軽減と技術的信頼性の確保を念頭に
おいて、高耐久鋼板外装、塩ビ樹脂サイディング、
湿式外断熱の3種類を採用し、費用や意匠性、メン
テナンス性等を考慮して使い分けています。
高耐久鋼板外装（写真1）は、フッ素コーティン

グによる退色防止効果、切断面などのめっき剥
はく

離
り

部分の自己被覆機能を有するなど、従来の塗装鋼
板に比べて耐久性が大きく向上しています。塩ビ
樹脂サイディング（写真2）は、北米では最も普及
している外装材であり、40年保証をうたう製品も
あります。塩ビ樹脂は化学的に安定した性質を有
しており、その耐久性は極めて高いことが知られ
ています。
湿式外断熱（写真3）は、外断熱改修が一般的な

欧州において広く普及している外断熱改修工法で
す。とくに発祥地であるドイツでは、一般的に施
工されるようになってから30年以上の実績があ

り、その技術的指針を示した欧州技術認証ガイド
ライン（ETAG004）において、少なくとも25年以
上の耐久性を有することが示されています。これ
らの新しい外装によって、それまでの汚れも目
立っていたマンションの外観が一新されました。
⟹2外断熱改修の効果
Oマンションの暖房は、温水セントラル住棟暖

房による全屋連続暖房ですが、その燃料（A重油）
の消費量実績値をもとに、外断熱改修の省エネル
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写真1 高耐久鋼板外装

写真2 塩ビ樹脂サイディング

写真3 湿式外断熱



ギー効果について長期間の調査を行いました。
温水セントラル住棟暖房の運転期間は、毎年10

月から翌年5月までのおおむね8カ月間で、各月末
に検針が行われていました。図1に、月平均外気
温度と暖房用エネルギー消費量の関係を示しま
す。暖房用燃料の測定期間は、改修前が1990年
～2003年度（112カ月）、改修後が2005～2012年度
（64カ月）になります。外断熱改修が行われた
2004年は、暖房期にも工事が行われていたため、
測定データからは除いています。月平均外気温度
は、札幌管区気象台のアメダス観測値を参照して
います。暖房用エネルギー消費量は、A重油の消
費量（L/月）と、そのエネルギー換算係数（10.86
kWh/L）から求めています。
これを見ると、外気温度が低くなるにつれ、暖

房用エネルギー消費量はおおむね直線的に増加し
ており、その増え方は、改修後のほうが小さくなっ
ています。平均外気温度が氷点下となる真冬の時
期では、おおむね20％の暖房用エネルギーを削減
することができました。

図1 月平均外気温度と暖房用エネルギー消費量（実績値）
の関係
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もう一つ、外断熱改修には室内が暖かくなると
いう効果があります。しっかりとした断熱によっ
て室内が暖かくなると、寒さや結露の悩みが解消
され、冬の暮らしがより健康的でゆとりあるもの
になります。
図2に、暖房用エネルギー消費量と室内平均温

度の関係を示します。ここで、折れ線グラフは、
図1に示した実績値から求めた各月の平均暖房用
エネルギー消費量を、カラーバーは、その暖房用
エネルギー消費量で得られる室内平均温度を表し
ています。最寒月である1、2月の暖房用エネル
ギー消費量を見ると、先述した通り、改修後はお
おむね20％の削減となりますが、そのエネルギー

消費量による室内温度は、改修前が14℃を下回る
状況であったのに対し、改修後は4℃以上も上昇
して18℃程度にまでなっています。
実際に居住者から、「改修前は、真冬になると室

内が寒く、手足が冷たくなって何をするにもおっ
くうだったが、改修後は室内が暖かくなり、その
ようなことがなくなった」との声が聞かれました。
このように、外断熱改修によって暖房用エネル

ギー消費量の削減と同時に、暖かい室内空間が得
られることが実証できました。さらに、耐久性の
高い真新しい外観によって、新しい暮らしへの期
待も生まれるでしょう。そのような前向きな心持
ちは、住まいや街の持続性にとても大切であると
思われます。

3．既存倉庫の事務所へのコンバージョン

RC 造非住宅建物の外断熱改修事例です。もと
もとの用途は、およそ50年前に建てられた倉庫で
した。2018年の台風で、鉄骨造部分の屋根が破損
し、一時は解体も検討されましたが、1階を倉庫、
2階を事務所として用途変更を行い、再び活用さ
れることになりました。
もともとが倉庫であったことから断熱はほとん

どされていない建物でしたが、事務所への用途変
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図2 各月の暖房用エネルギー消費量と室内平均温度の関
係



更に当たっては断熱が必要になります。この建物
でも、先に示した特長から外断熱改修が採用され
ました。
写真4に、改修前の外観を示します。道路に面

している部分は鉄骨造部分になり、この奥に RC
造部分があります。今回の改修では、鉄骨造部分
は除却され、RC造部分が外断熱改修されました。
写真5に、外断熱改修後の外観を示します。一

新された外観からは、もともとが築50年になろう
としているさびれた倉庫であったとは思えないほ
ど劇的に変貌しています。
写真6に、鉄骨造部分除却後の RC 造部分を示

します。鉄骨造と接続されていた部分に大きな開
口が現れ、改修後には、この部分がバルコニーと
して活用されています。バルコニーを設けたこと
で、夏は、大きな窓からの室内への日射侵入を防
ぎ、冬は、その窓からの日射熱を室内の床スラブ
に蓄えて暖房用エネルギー消費量を削減するとい
うパッシブ的な機能を有しています。
写真7は、その冬場の室内への日射の様子を示

したものです。
写真8は、外断熱改修に用いた断熱材です。左

は基礎断熱部分で、左は外壁部分になります。外
壁部分の断熱材は、鋼製胴縁材を用いて躯体に留
め付けられており、外装材は、その胴縁材に固定
されています。

4．おわりに

本報では、大規模修繕で外断熱改修を行った分
譲マンションと、外断熱改修によって実現した古
い倉庫のコンバージョンの事例を紹介しました。
今後も、既存建物を生かす性能向上改修に関する
研究開発に努め、持続可能な社会の実現に向けて
取り組んで行きたいと思います。
〈参考文献〉
1 ) 平川秀樹：札幌市内の分譲マンションストックにお

ける暖房用エネルギー消費量削減に関する研究

https://doi.org/10.14943/doctoral.k12765

2 ) EOTA：European Technical Approval Guidelines

https://www.eota.eu/etags-archive

3 ) 富士化学工業株式会社パンフレット
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写真4 改修前の倉庫の外観

写真5 外断熱改修後の外観

写真6 鉄骨造部分除却後のRC造部分

写真7 冬場のバルコニーと室内への日射

写真8 外断熱改修の断熱材



｢環境のまち しかおい｣
～脱炭素×地方創生～

林 大介 鹿追町企画課 ICT、エネルギー担当・係長

1．はじめに

鹿追町は、十勝平野の北西に位置し、農
業と観光を基幹産業とする人口約5,200人
の純農村地帯です。2013年には「日本ジオ
パーク」に認定され、2021年3月には十勝管
内では初めてゼロカーボンシティ宣言「バ
イオガスプラントを核とした鹿追型ゼロ
カーボンシティ」に挑戦することを表明し
ました。

2．これまでの主な環境施策

⟹1バイオガスプラント（主に家畜ふん尿を
資源とした地域資源循環型農業の確立）
本町は、乳牛ふん尿による臭気改善及び

市街地から排出される生ゴミや下水汚泥を
バイオマス資源として有効活用を図るた
め、2007年から1基目のバイオガスプラン
トを稼働させ、現在は2基のバイオガスプ
ラントを運用しています。
バイオガスプラントの処理過程で生産さ
れる「消化液」は、有機肥料として町内の
臭気改善と地力向上を図っています。ま
た、バイオガスから電気と熱を生産し、再
エネとして有効活用を図っています。
⟹2しかおい水素ファーム（家畜ふん尿由来
バイオガス水素の製造と供給）
2015年度より環境省の実証事業としてバ
イオガスから水素を製造し、水素ステー
ションから FCEV、FC フォークリフト利

生き意気まちづくり
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中鹿追バイオガスプラントの空撮



用などのサプライチェーン実証が行われま
した。実証事業終了後の2022年度からはこ
の成果を活用して商用の水素製造・供給事
業を開始し、道東初の水素ステーションが
オープンし、本町や地域事業者、個人で
FCEVを「21台」導入しています。
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中鹿追バイオガスプラントの概要（パンフレットより)

瓜幕バイオガスプラントの空撮

水素ステーション



⟹3しかおい自営線ネットワーク（完全自家
消費型自営線マイクログリッド）
2021年度に「太陽光」と「地中熱」をエ
ネルギー源とし、自前の電柱と電線により
9つの公共施設で、そのエネルギーを自家
消費するシステム「しかおい自営線ネット
ワーク」を構築し、道内における自営線マ
イクログリッドの先駆けとして事業展開を
しています。

3．脱炭素先行地域事業の取り組み

本町は2022年4月に環境省脱炭素先行地
域の選定を受けました。事業概要につい
て、設定したエリアごとに説明します。
①役場周辺エリア（市街地）
本エリアは「ZEC（ゼロ・エネルギー・
コミュニティ）」の確立をコンセプトに、自
営線ネットワーク内に新たに道の駅を加え
て、水素燃料電池、太陽光発電、蓄電池、
NearlyZEB 改修（複数施設）、ボイラーの
電化、太陽熱、EV ステーションの導入な
どを進めます。
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エリア電力供給イメージ図

自営線太陽光発電設備（自営線ネットワーク)

環境省より脱炭素先行地域に選定



②瓜幕エリア
（支所機能がある第2市街地）
瓜幕エリアは「Zero Carbon 教育・交流
拠点の創出」をコンセプトに、山村留学セ
ンターを核とした脱炭素と自然体験の現場
がある交流拠点を目指し、メタンガスコ
ジェネ、太陽光発電、蓄電池、NearlyZEB
による山村留学センターの新設、太陽熱、
自営線ネットワークの構築などを進めます。
③然別湖エリア
（大雪山国立公園唯一の自然湖）
本エリアは「ゼロカーボンパーク」をコ
ンセプトに、既存ホテルの省エネ改修や太
陽光・温泉熱ヒートポンプの導入、休業ホ
テル ZEB化再建、FCEVによるV2H電力
供給による交通の脱炭素化とレジリエンス
強化の同時解決を進めます。
④エネルギー供給エリア
（バイオガスプラント×地域エネルギー会社）
本エリアは、既存の2基のバイオガスプ

ラントと、これから新設する3基目のバイ
オガスプラントで構成し、地域エネルギー
会社を設立した上で、発電した電力を地域
で活用する仕組みを構築します。発電され
る電力は、おおよそ2000万 kwh/年にのぼ
り、本町の「全需要家」にこの電力を供給
しても余剰が出るほどの電力量となる見込
みです。

4．おわりに

2021年度に策定した「鹿追町ゼロカーボ
ンシティ推進戦略」では、2050年までに目
指す将来像を「MIRAI COUNTRY」とし、
地域の課題解決を図りながら、町民の健康
と幸せを追求し、多様な再エネの循環があ
るレジリエントで豊かなマチの姿を描きま
した。
今後もこの将来像に向かって、持続可能
な社会の発展に貢献したいと考えていま
す。
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将来像のイメージ図「MIRAI COUNTRY｣



まちに開かれた教育施設
『札幌学院大学新札幌キャンパス』
高島 守央、山下 優美子 大成建設株式会社一級建築士事務所

中西 雅裕 大成建設株式会社札幌支店建築部・作業所長

はじめに

新札幌駅周辺（札幌市厚別区）は、札幌市
の南東に位置し、人口12万余を抱えるベッド
タウンである。昭和40年代に開発が行われ、
駅付近に市営住宅等が建設されたが、近年、
再開発計画が進んでいる。
駅に程近い当該地も、従前は市営住宅の敷

地であった。隣接する江別市に本拠地を持つ
札幌学院大学は、学生数3千余名を擁する文
科系の総合大学であり、市有地の公募提案型
売却誘致にコンソーシアムの一員として応
じ、新設の札幌看護医療専門学校とともに、
今般、新札幌に第二のキャンパスを設ける運
びとなった。

建築物

―14―

まちと連続する『札幌学院大学新札幌キャンパス』

杜に見立てた大学校舎外観



課題点と展開

新札幌駅周辺は、近年、高校卒業以降の若
者人口の減少で、まちの高齢化が進んでいた。
そこで、今回の再開発に当っては「活彩都
市」をテーマに、教育施設や医療施設、商業
施設、ホテル、集合住宅を一体的に建設し、
相互連携によるまちの活性化を図るプロジェ
クトが構想された。旧市有地の一つである敷
地面積約1.6万㎡の G街区には、札幌学院大
学および札幌看護医療専門学校という2つの
学校法人が隣り合わせで新たなキャンパスを
開くこととなり、街に開かれた教育の場を造
ることで、多世代による街のにぎわいを創出
することが目指された。

コンセプト

まちに開かれた教育施設をコンセプトに、
大学敷地内には地区施設の一部となるキャン
パス・プロムナードを設け、隣接する公共施
設（科学館公園、ふれあい広場等）とも連携
しながら、学生と近隣住民とがつながる軸を
計画した。
大学校舎1・2階にはキャンパス・プロムナー
ドと並行して、吹き抜け空間を持つコンコー
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新札幌駅周辺地区G・I 街区再開発は、7つの用途を導入
することによって、先導的で独自性の高いまちづくりを
目指す

キャンパス・プロムナード

1階コンコースの見通し

区役所

図書館
地下鉄
札幌駅公園

科学館

JR新札幌駅へ

札幌学院大学

札幌
看護医療
専門学校

キャンパスとまちとの連続性



スが設けられ、地域にも開かれた社会連携セ
ンターホールやコミュニティ・カレッジ、食
堂、図書館がコンコースに沿って並ぶ。
これらの地域開放施設は、誰もが利用でき

る市民に開かれた施設であるとともに、冬季
積雪時の「屋内活動拠点」となる狙いもあ
る。
コンコースと屋外との間には、ガラスファ
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1階社会連携センター前ホール。建物内のコンコースは立体的につながる

2階図書館のブックウォールコリドー



サードが設けられ、にぎわいが外部へ表出す
るしつらえとしている。
建物外観は、プロムナードの並木と呼応す
るように、「杜

もり

」をモチーフに、垂直性を強調
したデザインとし、色調もグリーン系の色味
を加え、周辺環境との調和を図った。

上層階には、3・4階に講義室エリア、5・6
階に研究室エリアを積層し、階を上がるごと
に公共から個へ、立体的に緩やかなグラデー
ションを持つ空間構成としている。
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教員研究室に囲まれたゼミ空間ラウンジ（5・6階）

2階図書館の開架書架スペース 4階演習室

断面図

風除室コンコースホール風除室コンコースホール

図書館
アクティブゾーン

図書館
サイレントゾーン

ラウンジ中講義室中講義室プレゼン
ラウンジ

アクティブ
ラーニング室中講義室

小講義室〃小講義室小講義室コンピューター教室

ラウンジ演習室ホール〃〃演習
室ラウンジ演習室ホール

個別学習室
教職課程室演習室〃〃演習

室心理臨床センター

風除
室ガーデンホール事務・教務室

キャンパスカフェ

教室廊下教室

実習室廊下教室

カンファレンス
シアター廊下



構造計画について

中層階に図書館、大講義室等の大空間を計
画。また、将来対応への考慮から、一部梁を
鉄骨造（RC柱＋S梁の複合構造：ユニーク構
法）とし、18 mの大スパンによるフレキシブ
ルな空間を実現した。柱を取り除いたことに
よる水平剛性の低下を補うため、適宜、耐震
壁を設け、耐震性の向上に配慮している。

街区との連携

法令上、各々別敷地ではあるが、前述の2校
の間に境界はなく、敷地の往来は自由である。
専門学校の学生は駅から大学のプロムナード
を通って学校へ赴き、大学の施設を利用する
ことも日常的になされている。
別々の学校法人が隣り合い、垣根を隔てず
ご近所づきあいをすることは、かつての「向
こう三軒両隣」を彷彿とさせる温もりのある
関係性である。また、街区周囲にも柵や門扉
などは巡らされておらず、まさに街へと開か
れた空間を体現している。

将来の展望

G 街区と同時に開発計画が進められていた
新札幌駅北側に位置する I 街区には、商業施
設や宿泊施設、健やかな生活を支える予防医
療や専門医療・地域医療、タワーマンション、
子育て支援施設が集積。本年（2023年）街開
きの予定である。
また、I 街区内を貫く公道には、屋内空中
歩廊「アクティブリンク」が設けられ、冬季
や天候不良時にも安全な歩行者動線が確保さ
れる。
I 街区の完成により、若者人口の増加が見
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配置図兼1階平面図

建設中の様子。RC柱とS梁の複合構造

札幌学院大学

社会連携
センターホール

コンコースホール

コミュニティ
カレッジ教室

事務室

キャンパスプロムナード

カフェテリア

図書
キャリア
センター

アクティブ
ラーニング
ルーム

ガーデン
ホール事務

教務室

札幌看護医療専門学校



込まれ、G 街区の2校にも入学を志願する学
生も増加することが予期される。
I 街区の住民、利用者にとっても、G 街区
に教育施設があることで、生涯学習や、産学
地域連携のイベント等に参加する機会が得ら
れ、両街区が存在することによる、相乗効果
が期待できるものと考えられる。新札幌駅周
辺がこれから更に活気あふれる街となれば、
このプロジェクトに関与した一員として望外
の喜びである。
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VOL.4 光のなかで

「拝啓、藤井樹（いつき）様 お元気ですか？ 私
は元気です。渡辺博子」
映画「Love Letter」（1995年）で、小樽の樹（中山
美穂）が神戸の博子（中山美穂・二役）からの最初
の手紙を読むシーンはとても印象的です。大きな出
窓からの陽

ひ

ざしは、青いステンドグラスを通して淡
い光に包まれています。二人の女性の手紙を軸に展
開する思い出は光が効果的に使われ、おとぎ話を見
ているようです。
あらすじ。神戸の博子が3年前に山で遭難した婚
約者・藤井樹に宛てた（天国への）手紙…。宛先不
明で戻ってくるはずが、「拝啓、渡辺博子様 私も元
気です。でも、ちょっと風邪気味です」との返信に
驚く博子。その相手は、婚約者と同性同名の女性で
中学の同級生だったのです。住所の間違いに気づい
た博子は、改めて樹に「中学時代の樹（男性）のこ
とを聞かせてほしい」と頼み、文通が始まります。
樹はワープロ、博子は手書き、ふたりの性格をかい
ま見ながら物語は進みます。
樹の家として使われたのは坂

ばん

別邸。1927年、炭鉱
主の別邸として石狩湾を一望する銭函の丘の上に建
てられました。設計は田上義也、28歳の作品です。
同年の作品に、坂牛邸（小樽）、旧小熊邸（札幌）が

あり、師匠であるフランク・ロイド・ライトの影響
を受けつつも、羽目板の外壁、白い桟で構成された
木製窓、赤い金属板の屋根等、北国の住宅が造られ
てゆく時代を確認できます。
樹の部屋は、実際は居間として使われ、多角形の
出窓の建具は引き違い、小さな青いステンドグラス
がはめ込まれています。手紙を読む場面は食堂、階
段に腰かけて等々、随所で田上建築のインテリアを
楽しむことができます。ちなみに坂牛邸と旧小熊邸
のステンドグラスは、ガラスに手描きの絵（花）が
あしらわれています。
最も印象的な光の使い方は、中学校の図書室での
樹と樹の会話の場面。窓際で本を読む樹（男性）は
声をかける樹（女性）に応えることなく消えてしま
います…。柔らかな光と風だけが残り、タイトルの
「Love Letter」とは何であったのかを明かす伏線に
なっています。
2007年5月、坂別邸は失火で焼失してしまいます。
もう、手紙は永遠に届きません。

文／早川 陽子（早川陽子設計室）

在りし日の坂別邸の居間（写真提供：駒木定正氏）

建物概要

所 在 地 北海道札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1-1
用 途 学校（大学）
建 築 面 積 2,435.99㎡
延べ床面積 12,346.66㎡
構 造 規 模 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造

地上6階 塔屋1階
建 築 主 学校法人札幌学院大学
設 計 大成建設株式会社一級建築士事務所
施 工 大成建設株式会社札幌支店
完 成 年 月 2021年1月



はじめに

皆さんは「glasstec」というイベントを
ご存じだろうか。知らない方が多数である
と思う。glasstec は、2年に一度、ドイツ、
デュッセルドルフで開催される世界最大級
のガラス技術の見本市である。glasstec で
はガラスの生産に関わる最新鋭の機械から
最新の商材、そして建築外皮を成立させる
最新の技術が展示される。今回は、日本企
業からの要請を受けて glasstec の視察を
行った（glasstec 2022 開催期間2022年9
月20日から同月23日）。
私自身はガラスメーカー（日本板硝子株
式会社）での経験や日本における初めての
ファサードビジネスを Ove Arup 社（ア
ラップ社）で立ち上げた経緯から、ガラス
やファサードに関する研究や調査、設計技
術の依頼を受けることが多い。主に建築の
意匠・構造・環境を横断する目線で専門的
な知見を提供している。
建築を取り巻く環境や生活様式、技術が
多様化し、捉えようのない領域へ挑戦する
には、各分野をつなぐ専門性が求められる。
以前は「ニッチ」などと呼ばれていた領域
が、これに該当するかもしれないが、これ
らを「スペシャルティサービス」と呼ぶこ
とも昨今では抵抗が少ないのではないだろ
うか。ニッチな付加価値を専門的な知見か
ら提供することがスペシャルティサービス
の価値のひとつである。
さて、皆さんのなかにはデュッセルドル
フになじみのある方も多いのではないだろ

うか。デュッセルドルフはドイツにおいて
日本人が最も多く暮らす街であり、古くか
ら多くの日系企業が進出している。
ノルトラインウエストファーレン州の州
都であり、金融、経済、商業の中心地であ
る。建築も都市部や港湾地区に魅力的なも
のが多い。そして忘れてはならないのが、
世界の環境建築をリードするクリストフ・
インゲンホーフェンがここに事務所を構え
ているということ。彼の手掛ける建築に触
れることもデュッセルドルフの醍

だい

醐
ご

味
み

であ
る。RWE タワー（竣工1997年）から始ま
る彼の環境建築は「Super Green」と呼ば
れ、「環境配慮型」という言葉が浸透してい
ない時代から、この分野をリードしてきた。
私の好きな建築家のひとりである。
そのようなわけで、今回の視察の目的は、

「glasstec において、最新の技術の現状を
把握し次の一手を探ること」「出展企業と
の関係構築によるビジネスの拡大」「世界
で最も優れた環境建築やガラス建築を肌で
感じる」の3点である。本誌では、ドイツ建
築訪問記ということで、今回訪問した建築
の一部を紹介したい。

ルフトハンザ航空本社屋

まず、渡航に関してである。新型コロナ
感染症およびロシアのウクライナ侵攻を受
け、いつもとは違う渡航となった。3回以
上のワクチン接種やロシア上空を回避した
飛行ルートの選択は多少なりとも体の負担
となった。アブダビ経由でフランクフルト
に入り、そこからは鉄道でデュッセルドル
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三澤 温
北海学園大学工学部建築学科・教授

ドイツ建物訪問記



フに入った。
フランクフルト空港ではまずやることが
ある。それは一般の観光旅行とはかなりか
け離れているが、空港を周回し隣接するル
フトハンザ航空本社屋（ルフトハンザ・ア
ビエーションセンター、以下 LAC、写真1）
を訪れることである。
LAC（竣工2006年）はインゲンホーフェ

ンが手掛けた建築のひとつであり、彼の思
想が良く読み取れる建物である。建物の平
面は両手をかみ合わせたフィンガープラン
であり、執務空間とウインターガーデン（世
界を旅する庭園）が交互に配置されている。
この緩衝空間であるウインターガーデンを
介して、心地良い外気を執務空間に取り入
れることができる。
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写真1 ルフトハンザ航空本社屋の外観（エントランス側から）



竣工は2006年だが、十分な自然換気が可
能で感染症に対しても換気量を確保でき
る。ファサードも写真1に見られるような
透明性の高い構成となっている。
インゲンホーフェンの建築の特徴は、明
快な空間構成でありながらも最新技術と建
築を融合し、ディテールをつくりこみ、そ
して機能の拡張などの未来の不確定要素に
対して適応力を備えるところにある。
LAC においても、フィンガープランをそ
のまま拡張できるシステムになっており、
将来への高い適応力を持ち合わせている。

欧州中央銀行ビル

もうひとつフランクフルトで見ておくべ
き建物は欧州中央銀行ビルである（竣工
2014年、建築設計事務所コープ・ヒンメル
ブラウ、写真2）。
このビルは、ガラスを現場にて複雑な3
次元形状に曲げ外装を構成している。これ
は、コールドベンディング（冷間曲げ）と
いう技術である。生産と運搬段階ではガラ
スは平板であり、コストを平板と同様に抑
えながら特徴的な外装を実現する技術は見
事である。最近では、この手法を取り入れ
た事例が日本でも増えつつある。

クー・ボーゲンⅡの開発街区

続いて、デュッセルドルフにあるインゲ
ンホーフェンの近作を紹介したい。中心市
街地にあるクー・ボーゲンⅡ（竣工2020年、
周辺は現在も開発中、写真3、写真4）であ
る。緩やかな曲線を描く建物や緑化された
建物群、路面電車や地下鉄の乗り入れ、池
やゆとりある歩道とオープンスペースな
ど、とても歩きやすい街区となっている。
得てして商業エリアは密な建物群と直線
的なストリート（目抜き通り）となりがち
だが、建物に緩やかな曲線を取り入れるこ
とで、ヨーロッパ的なプラザとストリート
を融合した空間を創出している。

また、緩やかな曲面の建物群は、見え隠
れするストリートを演出し、登れるグリー
ンルーフやサンクンガーデンと相まって、
視点の移り変わりが楽しい。
路面電車も電停と歩道が一体となった
Side Reservation 形式で歩きやすく、電動
キックボードなどのシェアリングサービス
も充実している。押し付けることもなく、
公共交通とスモールビークル、歩くことが
前提の街区となっている。子供もシニアも
大人にも、そして環境にもやさしく、心地
よくゆったりと街を楽しむ仕掛けがたくさ
ん詰まっていた。
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写真2 欧州中央銀行ビルのファサード

写真3 クー・ボーゲンⅡの開発街区



おわりに

近年、パンデミックや自然災害、通信技
術の進展が、世界の分断と接続を露わにし

た。今回の訪問を通して、改めて見て触れ
ることの大切さ、建築と都市のポテンシャ
ルを実感し、この感覚を将来世代に引き継
ぎたいと素直に思った。
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とき・まち・ひと／コラージュ

災害の理不尽
新型コロナウイルスの感染拡大から3年にしてマ

スク着用が緩和された。しかし、昨年から続くウク

ライナでの戦争は終息時期が見えない。今年は「関

東大震災」「北海道南西沖地震」から各々100年、30

年である。その後も「阪神淡路」「中越」「東日本」

「熊本」と大震災、地震のほか、「豪雨」による洪水・

土砂災害も発生した。北海道では「胆振東部地震」

による犠牲と大停電も記憶に新しい。

筆者は、北海道南西沖地震後の奥尻町青苗地区の

砂ぼこり舞う高台で、津波の後の火災によって焼き

尽くされた市街地の光景を見、焦げた臭いを嗅いだ。

また、中越地震の数日後、夜間の余震の恐怖を逃れ

て日差しの中、多数の家族が畑の間の細い脇道に布

団を敷いて寝ている様子も見た。そうした経験は、

何年経っても忘れることが出来ない。

災害に対し建築分野では、被害軽減するための技

術を絶え間なく発展させ、「市街地建築物法」（1919

年）以来、制度改革をして来た。その結果、「剛構造」

から「柔構造」への構造理論の転換と技術の向上に

よって、1968年「霞が関ビル（高さ147 m・36階）」

が完成し、超高層建築の時代が幕を開けた（1963年

まで、建築基準法は建築高さを31 m（約100尺）以下

と規定）。しかし、昨年霞が関ビルを凌
しの

ぐ高さを誇っ

た「世界貿易センタービル」が取り壊されるなど、

新たな時代の到来の感がある。

柔構造建築の安全神話が長く続いたが、長周期地

震動で高層階の揺れ幅が数10 cm から1 mを超すこ

とがわかった。倒壊せずとも室内事故が多発し、タ

ワーマンションでは電源・給排水が喪失し生活困難

になると心配されている。

災害は、いつ襲うのかわからず、しかも一瞬にし

て人々の生命、財産、生活を奪ってしまう。この理

不尽さは、疫病、戦争を凌
りょう

駕
が

するものである。物理

学者の寺田寅彦は「天災は忘れた頃にやってくる」、

続けて「文明が進むほど天災による損害の程度も累

進する傾向がある」と警鐘を鳴らしていた。「首都

直下型」「南海トラフ」と、大地震の発生が予想され

ている現在、彼の言葉どおり災害が累進するならば、

どの程度の被害が発生するか想像ができない。

この原稿を書いている時、トルコで地震が発生し

た。大規模な建物の倒壊・崩壊により死者は5万人

を超え、被災は2300万人に及ぶとニュースは伝えて

いる。 （YO）

写真4 クー・ボーゲンⅡの開発街区



令和4年度
北海道赤レンガ建築賞受賞作品

北海道建設部住宅局建築指導課

「北海道赤レンガ建築賞」は、北海道における建
築創造活動を促進し、建築文化の向上を図り、地
域に根ざしたまちづくりを推進するため、地域社
会の発展に貢献する創造性豊かな建築物等を表彰
するもので、北海道及び建築関係団体の計14団体
からなる実行委員会により運営されています。

第35回目となる令和4年度赤レンガ建築賞では、
作品募集期間である令和4年6月1日から同月30日
までの間に全道各地から19作品の応募があり、
1次審査（書類審査）では次の7作品が選考され、
2次審査（現地審査）が実施されました。
①「ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園」
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話題レポート

令和4年度 北海道赤レンガ建築賞 浦河フレンド森のようちえん

■建 築 主 学校法人フレンド恵学園
■設 計 者 株式会社照井康穂建築設計事務所
■施 工 者 岩田地崎建設株式会社
■建 築 概 要
所 在 地：浦河郡浦河町東町かしわ4丁目339番地2
主 要 用 途：幼保連携型認定こども園
構造と階数：木造 平屋

建 築 面 積：1,331.27㎡
延 べ 面 積：998.26㎡
竣工年月日：令和4年2月28日

写真撮影：古瀬桂



②「だて地域生活支援センター」
③「医療法人徳州会 札幌南徳州会病院・地域緩和
ケアセンター」

④「当麻町郷土資料館『ここから』」
⑤「浦河フレンド森のようちえん」
⑥「DENZAI 環境科学館・室蘭市図書館（愛称）
えみらん」

⑦「芽室町役場庁舎」
その後、11月に開催された最終審査の結果、本

年度の北海道赤レンガ建築賞には「浦河フレンド
森のようちえん」、同奨励賞には「ザ ロイヤルパー
ク キャンバス 札幌大通公園」及び「芽室町役場
庁舎」が選定され、実行委員会での承認を経て令
和4年12月19日に賞状が授与されました。
今後とも、北海道赤レンガ建築賞への協賛や候

補作品の応募など、ご支援、ご協力をよろしくお
願いいたします。
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■建 築 主 三菱地所株式会社
■設 計 者 株式会社三菱地所設計
■施 工 者 清水建設株式会社北海道支店
■建 築 概 要

所 在 地：札幌市中央区大通西1丁目12

主 要 用 途：ホテル／飲食店舗

構造と階数：鉄筋コンクリート造

（一部床：CLT造)／木造

地下1階地上11階塔屋1階

建 築 面 積：580.62㎡

延 べ 面 積：6,157.06㎡

竣工年月日：令和3年8月31日

令和4年度 北海道赤レンガ建築奨励賞 ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園

令和4年度 北海道赤レンガ建築奨励賞 芽室町役場庁舎

■建 築 主 芽室町
■設 計 者 アトリエブンク・創造設計舎設計共同企業体 (株式会社アトリエブンク、株式会社創造設計舎)

有限会社金箱構造設計事務所
■施 工 者 宮坂・北土・鍵谷建築主体工事特定建設共同企業体 (宮坂建設工業株式会社、株式会社北土開発、鍵谷建設株式会社)

関電工・相互・道産商事電気設備工事特定建設共同企業体 (株式会社関電工北海道支店、相互電業株式会社、道産商事株式会社)

池田・石崎機械設備工事特定建設
共同企業体 (池田煖房工業株式会社、石崎

設備工業株式会社)

■建 築 概 要
所 在 地：河西郡芽室町東2条2丁目14番地
主 要 用 途：事務所（役場庁舎）
構造と階数：鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造

地下1階地上3階
建 築 面 積：1,710.81㎡
延 べ 面 積：5,558.74㎡
竣工年月日：令和3年12月3日

写真撮影：株式会社川澄・小林研二写真事務所

写真撮影：酒井広司



道における確認申請のデジタル化等の取組について
北海道建設部住宅局建築指導課審査係

1．はじめに

昨今の建築行政の動向として、建築分野の
DXの推進や2050年カーボンニュートラルに
向け、令和4年6月17日に脱炭素社会の実現に
資するための建築物のエネルギー消費性能の
向上に関する法律の一部を改正する法律が公
布されました。今回は、道が取り組んでいる
建築行政の DX 化と建築物省エネ法の改正
について紹介します。

2．道における建築行政のDXの取組

○電子申請等に係る国の動き
国土交通省では、令和7年度末までに、建築
確認のオンライン利用率を50％とする目標と
しており、令和2年及び令和3年の建築基準法
施行規則の改正により、申請で必要となる押
印を廃止しています。また、情報通信技術を
活用した行政の推進等に関する法律（通称、
デジタル手続法）の改正では、署名や押印を
することなく氏名等を記録したデータの送付
で電子申請が可能となりました。

○道における取組
道では、これらの国の動向を踏まえ、申請
者の利便性向上などを目的として、令和4年4
月1日から建築確認や完了検査などの電子申
請の受付を開始しました。
また、令和4年12月15日から建築計画概要
書の内容をWeb 上で公開しています。
これらの取組は、Web 上の北海道建築行
政事務処理システム（以下、Dシステム）を
用いて行っており、道の建築指導課 HP「電
子申請のページ」からアクセスすることがで
きます。

DシステムURL
https://d-hokkaido.org/top.php

○建築確認の電子化
道への電子申請は、Dシステムで電子デー
タの提出や補正のやりとり、副本の受領をオ
ンラインで行うことができます。また、申請
手数料は、別システムの北海道電子申請サー
ビスにより、クレジットカードや Pay-easy
での支払いが可能です。
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行政報告

R5.4.1 現在、閲覧のみ可能

②手数料
　納付

《閲覧者》
④証明書交付

③申請
　受理

《道》

《本庁、振興局》
来庁し
閲覧、申請

《閲覧者》

建築計画の閲覧と証明書の申請

「北海道電子申請サービス」による公金キャッシュレス（道出納局所管）
・手数料の納付は、キャッシュレスで支払い可能

⑤協議

《消防》

④情報
　共有

《市町村》

③審査

《道》

⑥結果
　通知

⑦通知書交付

②手数料
　納付

①申請

《申請者》

《消防》

③協議

《道》

④結果通知

②進達
《市町村》

⑤通知書交付

①申請
《申請者》

確認申請、完了検査等の手続き

電
子

書
面

①閲覧、
　申請

Web上でDシステムの運用を開始
・申請受付、審査結果の通知、データ保管が可能
・市町村、消防と申請データの共有が可能
・Web上で物件を閲覧することが可能



詳細な申請の流れは、道の建築指導課 HP
「電子申請のページ」で配布している「北海道
建築基準法電子申請の手引き」をご覧ください。
申請者は、電子申請を活用することで、申
請窓口である市町村へ出向く必要がなくな
り、申請書等の製本作業も不要となるなど、
申請事務に係る負担が軽減されます。また、
申請書や図面が準備出来ている状態であれ
ば、数分で D システムを使った電子データ
の提出ができるので、申請書提出に要する時
間も短縮することができます。
○建築計画のWeb公開
道では、D システムにより建築計画の
Web 上での公開を行っています。現在、令
和4年12月1日以降に確認済証等が交付された
建築物の建築計画について、建築計画概要書
に記載されている事項（建築主に関する情報
を除く）と建築計画概要書第三面、確認済証
等の番号・日付を公開しています。
閲覧にあたっては、建築物の所在地や確認
済証の交付日などから閲覧したい建築物を特
定し、閲覧することができ、建築物の売買や
増改築などにご活用いただけます。

3．建築物省エネ法の改正

国では2030年度温室効果ガス46％削減

（2013年度比）の実現に向け、エネルギー消費
の約3割を占める建築物分野での省エネ対策
を加速させるため、建築物省エネ法の改正が
行われ、「公布から3年以内に原則、新築する
全ての建築物について、省エネ基準への適合
が義務化される」こととなります。
道では、これらの法改正に合わせて、建築
主に対し省エネ化のメリット等について広く
周知を図るとともに、令和7年度に予定され
ている省エネ基準適合義務化への対応が円滑
に行われるように、令和5年4月1日から北海
道建築基準法施行条例に規定している住宅の
「防寒構造」の努力義務基準を見直し、適合義
務化される国の基準に引き上げたほか、現行
法では基準適合や届出の必要がない小規模な
建築物を対象として、道が所管する区域内で
新築しようとする場合には、「基準適合状況
等が分かる簡易な内容について道に提出する
届出制度」を開始しました。
建築主や建築士の皆様におかれましては、
ご理解・ご協力をいただきますよう、お願い
いたします。
※令和7年度に予定されている法施行（省エ
ネ基準適合義務化）までの間。
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省エネ化のメリット等周知・建築主への説明を依頼

北
　
海
　
道省エネ化のメリット等周知

届出
確認申請等と併せて提出

R5.4.1 から建築主（手続き代理者）は、

簡易な届出を道へ提出

建
　
築
　
主省エネ化のメリット説明

（説明義務）

評価結果
省エネ計算

建
　
築
　
士

現行

届出は、道が所管

する区域を対象

適合状況の
届出の流れ

適合義務

適合義務

適合義務

住宅

適合義務

適合義務

適合義務

非住宅

改正後

（説明義務）

届出義務

届出義務

住宅

（説明義務）

適合義務

適合義務

非住宅

改正前

小規模（300m2 未満）

中規模

大規模（2000m2 以上）

建築物の規模
省エネ基準
適合義務化の
対象範囲



北の近代建築散歩

｢北海道のトーチカ｣
～釧路・根室・網走地区に築造された

コンクリート製防衛陣地～

小野寺 一彦
有限会社設計工房アーバンハウス・代表取締役
(北海道建築士会、ヘリテージマネージャー)

はじめに

戦史叢書「北東方面陸軍作戦⑵」によると、釧
路地区は水際陣地において上陸する敵を阻止し、
この間主力を集中して水際に撃滅する方針であっ
たようです。また、釧路から大楽毛に渡る海岸は
湧水のため掘り下げができず、やむなく地上に設
置し、上に屋根をかけ民家らしく見えるように工
夫されたとも。
根室地区は桂木、友和間の海岸および花咲海岸

の防御を重視し、米軍の来攻に当たっては、これを
水際に撃滅しようというもので、水際陣地はトー
チカまたは洞窟陣地とし、ここに歩兵四コ大隊分
の陣地を構築するものとしました。こののち、警
備大隊長として大山柏少佐が指揮を執りました。
網走地区においては、この戦史叢書からは読み

取ることができませんでした。
網走の研究者・半澤守氏の報告書には以下の内

容が記されています。
「それでは何故オホーック沿岸にトーチカが少
ないのかと疑問がわくが、これには1941年（昭和
16年）4月13日に締結した日ソ中立条約が影響し
たと思われる。中立条約には相互の不可侵の条項
がありソ連は攻めて来ないと軍部は考えていたよ
うだ。もしも米軍の艦艇が、このオホーック海に
進攻するならどの海域を通るのか日本軍部は検討
したという。
その結果、根室海峡は水深が浅く大型艦船の航

行は不可能で、従って米軍の艦隊はキスカ島の基
地から直接千島のエトロフ島に向かいウルップ島
とエトロフ島の間のエトロフ海峡を通りオホーッ
ク海に入り、南下して知床岬を目指すと考えた。
1943年の年の暮れになり陸軍第七師団の通称『熊
部隊』の師団工兵の指導で網走周辺にもトーチカ
が構築され始めた。構築は極秘裏に行なわれ住民

は現場に近づくことは許されなかった」とのこと
です。

釧路地区・根室地区・網走地区に
築造されたトーチカ

「北海道のトーチカ」を発刊後、白糠西庶路の防
空壕と言われていたものがトーチカであることが
判明して2基となり、大楽毛・釧路の4基、厚岸町
3基、浜中町の藻散布にも新たに2基が見つかり、
釧路地区は計15基。根室地区でも外浜にも1基見
つかり計15基。網走地区は5基で、この3地区の
トーチカの合計は35基。さらに大樹町歴舟側右岸
旭浜でも1基見つかり、北海道のトーチカは100基
を数えます。

釧路地区のトーチカの特徴

釧路市のトーチカは、前記したように掘り下げ
ができないため地上に設置したもの、民家らしく
見えるようにしたもの共に、銃眼は東西に向いて
います。
厚岸、浜中のトーチカは、海岸段丘の高台にあ

るもの、段丘下の海岸線にあるもの共に、銃眼は
湾内に向き向かい合っています。

―28―

釧路市 大楽毛

釧路市 新富士



根室地区のトーチカの特徴

コンクリートの質が良くなく、構築時の気温も
影響し打ち継ぎ部での剥

はく

離
り

が見られ、他地区の
トーチカに比べ非常にもろいです。

網走地区のトーチカの特徴

北浜・藻琴・鱒浦のトーチカは、胆振地方に見
られた監視窓のある2層構造になっており、銃眼
は藻琴・鱒浦は南東を向き、北浜は北西を向いて
います。帽子岩のトーチカは、南東・北西・湾内
の3方を向いています。

おわりに

毎回書いていますが、戦後78年を迎える今、トー
チカなどの防衛陣地の跡は、港や工業団地・道路
などの造成に伴う破壊や撤去、さらには海岸侵食
による海没が進んで、その姿を消すものもあり現
存するものは少なくなってきています。
陣地の遺構は、平和や国防について考える教材

としても、築城史を研究する上でも大変貴重なも
のであることをとなえる研究者もいます。地権者
の皆さまのご理解をいただき保存につとめ、有効
に活用されることを願います。
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厚岸町 末
ま

広
びろ

厚岸町 あやめヶ原 厚岸町 リルラン浜

浜中町 藻散布 浜中町 榊町

根室市 東和田（内部）根室市 東和田根室市 落石1

網走市 帽子岩 網走市 北浜

浜中町 榊町（入り口面）

網走市 北浜（入り口面）



日高山脈の主峰・幌尻岳を望む丘に立つアイヌ文化継承交流施設

『ポロシリ生活館』
新冠町建設水道課、町民生活課

●新冠町の特色
明治14（1881）年9月、新冠郡高江村10ケ村戸町役
場が置かれ、多くの先人が北国の厳しい環境のもと
で、数々の困難や試練を乗り越え、現在の礎を築き
ました。
その偉業を受け継ぎ、古来より守られてきたすば
らしいアイヌ文化を継承していくことに、町を挙げ
て取り組んでいます。

●『ポロシリ生活館』の建設
本町では、日本各地へアイヌ文化を発信する拠点
として、日高山脈の主峰「幌尻岳」（標高2,052 m）
を望む新冠町高江地区に『ポロシリ生活館』を建設し
ました。
ポロシリの「リ」の文字が小さいことにお気づき
でしょうか。ポロシリはアイヌ語で「大きい・山」を
意味し、昔からカムイヌプリ(神が鎮座する山)とし
て崇

あが

められ、リの発音が耳で聞き取れないほど小さ
いことから、偉大な先人に敬意を表して継承する必
要があると考え、『ポロシリ生活館』と命名しました。

●建築デザインコンセプト
『ポロシリ生活館』のデザインコンセプトは、アイ
ヌ伝統民家の「チセ」をモチーフとし、儀礼（イチャ

ルパ供養祭）が行われる囲
い

炉
ろ

裏
り

の間を神聖で象徴的
な場ととらえ計画しました。
勾配が42度ほどある大屋根が象徴的なスカイライ
ンを造り、外部を取り囲む雁

がん

木
ぎ

部分の緩勾配屋根に
連続しています。
深い庇

ひさし

を持つ雁木に囲まれた囲炉裏の間は、柔
らかい光に満ちた神聖な場となることを願い、白乳
色のガラスで囲まれています。そして、アイヌ文化
の象徴の場として、歴史・文化を伝承していくこと
を目指しています。

●『ポロシリ生活館』の近況
『ポロシリ生活館』は、令和4年9月1日落成し、

建築の一村一品
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『ポロシリ生活館』全景。右下は囲炉裏の間の夜景

囲炉裏の間



同月18日には、新施設にて新冠アイヌ協会がイチャ
ルパ（アイヌ民族の伝統的な先祖供養祭）を執り行
いました。
館内には、古式ゆかしいアイヌ民族衣装や貴重な
文化、風習に関する展示コーナーも設けています。
3月末まで休館していますが、4月から開館します。
開館期間・開館時間等については、新冠町町民生
活課（TEL.0146-47-2112）までお問い合わせくだ
さい。
バンガローのあるキャンプ場やフィールドアスレ
チック施設を備え新冠ならではの自然や遊びが体験
できる判官館森林公園に隣接していますので、ぜひ、
ご家族でゆっくりお楽しみください。
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建築概要
所 在 地 北海道新冠郡新冠町字高江489番地4の内
敷 地 面 積 5,394.28㎡ 延べ床面積 478.92㎡
構 造 木造平屋建て
事 業 期 間 令和2年度～令和4年度
設 計 者 株式会社アトリエアク（札幌市）
請 負 者 栗山・名須川特定建設共同企業体

先祖供養祭（イチャルパ）等の際、イナウ（木幣）
やトノト（酒）を自然界の神々に捧げるとともに、
たくさんの果物や様々な料理、お菓子などの供物
を先祖が食べやすいよう細かくして捧げる場所

アイヌ古式舞踊（アイヌ民族に
より伝承されてきた歌と踊り）
の練習・披露及び学習のために
利用される部屋

利用用途は様々だが、主に
会議を行う

アイヌ文様の刺しゅうやア
イヌ祭具の一つであるイナ
ウなどを作成するために使
用する部屋

アイヌ民族の伝統的な先祖供養
（イチャルパ）を執り行う部屋

アイヌ民族の文化等に関係する
資料を展示

会議を行う部屋

『ポロシリ生活館』の館内案内図

入り口近くの囲障壁に伝統的なアイヌ文様を刻む
囲炉裏の間で行った「イチャルパ」の様子

国道235号沿い案内標識から約1 km



「ビジネスEXPO2022」に出展しました
「ビジネス EXPO」は、北海道最大級のビジネ
スイベントです。ここ数年は毎年2万人以上が来
場しており、2022年はコロナ感染防止対策を講じ
て11月10～11日に実施され、2日間で1万2千人が
来場しました。
当研究本部は、国土交通大臣認定を受けた防火
木外壁を紹介するパネルと模型を展示しました。
「北総研防火木外壁」は、北方建築総合研究所で
研究開発し、各工業会・メーカーにより国土交通
大臣認定を取得した「防火構造」の外壁です。
「北総研防火木外壁」により、法22条区域、準防
火地域において、木外装が使いやすくなりました。
会場では、道総研ブースの中でも特に模型の仕
様について尋ねる方が多く、大好評でした。
「北総研防火木外壁」の概要は、こちらからご覧
いただけます。
URL https://www.hro.or.jp/list/

building/koho/develop/
hokusoken_mokugaiheki.html

実験装置の見学会を開催しました
北方建築総合研究所は、2002年に旭川市に移転
し、地域の皆様のお力添えにより、旭川移転20周
年を迎えることが出来ました。移転の際に整備し
た様々な実験装置は、建築技術の開発、各種性能
試験など、道内企業の皆様に大いにご活用いただ
いています。
このたび、地域に根差した研究開発と技術支援
をより一層推進することを目的に、旭川近郊の建
築技術者を対象とした実験装置の見学会を開催し
ました。
6つの実験施設を案内して実験のデモンスト
レーションを行う初めての取り組みに、参加者は
興味津々のご様子でした。
当所の実験施設の様子は、360度カメラで撮影し

た「北総研バーチャルツアー」からどなたでもご覧
いただけます。北総研トップページの「北総研バー
チャルツアー」バナーをクリックしてください。
URL https://www.hro.or.jp/list/building/index.html

道総研建築研究本部NEWS
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道総研ブースで来場者に説明をする様子

北総研防火木外壁コーナーの展示物

建築物理実験室での説明風景

風雪実験室での説明風景
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長期使用構造等確認書
or 住 宅 性 能 評 価 書
● フラット35の設計検査が省略
● 長期優良住宅認定や
 国の補助等に利用可能

北方型住宅
基本性能確認証

【交  付】

【北方型住宅の証】

住宅履歴保管書
★住宅竣工後発行します

3

最 大
41,500円41,500円
お得！！

令和4年
10月～ 利用しやすくなりました利用しやすくなりました

【申  請】

長期使用構造等確認申請
or 住宅性能評価申請

1

住宅履歴情報保管申請

2

北方型住宅 2020 の
基本的な性能を満たした
住宅が対象です

申請の組合せ
北方型住宅パッケージ申請手数料の例（一般的な住宅） （単位：円、税込）

長期確認 or 性能評価＋　   履歴情報保管
＋　   建築確認
1 2
3

手数料

96,500
（▲27,900）

68,600

長期確認 or 性能評価＋　   履歴情報保管1 2 71,500
（▲15,400）

56,100
割引

割引

北方型住宅パッケージが北方型住宅パッケージが

パ
ッ
ケ
ー
ジ
で

申
請
す
る
と

きた住まいる
サポートシステム

★長期優良住宅の記録・保管に使えます

センター
マスコットキャラクター ハウリー

★ 長期使用構造等確認または住宅性能評価と住宅履歴保管の同時申請で

 北方型住宅の確認証 がもらえます。さらに 手数料もお得！
★ 確認申請を同時に行うと 手数料がますますお得！

北方型住宅パッケージ ● 市町村独自の建設費補助に利用可能
   （詳しくは、各市町村にお問い合わせください）

パッケージの
詳細はこちら
パッケージの
詳細はこちら
パッケージの
詳細はこちら

札幌市中央区北３条西３丁目１　札幌北三条ビル８階
Tel 011-241-1893　https://hokkaido-ksc.or.jp

一般財団法人 

北海道建築指導センター

お問い合わせ先

マスコット
キャラクター

ハウリー

「信頼」「安心」
「スピード」を
モットーに取り
組んでいます

北海道建築指導センター
審査・検査業務のご案内

 「こどもエコすまい支援事業」に関わる
審査証明書は当センターへ！
 「こどもエコすまい支援事業」に関わる
審査証明書は当センターへ！
◆建築確認検査※1　◆適合証明（フラット 35）
◆住宅性能評価　◆長期優良住宅技術的審査
◆低炭素建築物技術的審査　◆札幌版次世代住宅適合審査
◆BELS評価　◆建築物省エネ適合性判定
◆耐震改修等評定　◆建築物省エネ評価・任意評定
◆住宅瑕疵担保責任保険（まもりすまい保険）
※1建築確認検査業務区域：北海道全域（2022 年 5月より）
※2確認検査と適合証明、瑕疵担保保険等を同時申請で確認審査手数料の２割引など

ワンストップ
サービス※2で
手数料割引

建築確認検査の業務区域を北海道全域に拡大しました。

お問い合わせは
当センター審査部審査課へ！

https://hokkaido-ksc.or.jp/
index.php?id=1136

TEL.011-241-1897

（R4.5～）
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