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エアコンに極力頼らない住宅はどのように設計すればよいか。
７月に刊行したばかりの設備設計者の著作から、一部を抜粋し
て紹介する。　　　　　　　　　　　　　　（執筆：山田浩幸）

エアコンのいらない家
［特別編集］
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囲 炉 裏 の 背 中 に 風 が 吹 く

エアコンの足下が
寒いのも…
冬、エアコンで暖めている
室内で足下が寒くなるのは、
囲炉裏と同じく自然対流が
起こっているためです。建
物内に温度差が生まれると、

〈気流さん〉は温度の低いと
ころから高いところへ動き、
対流していきます。

気流は常に温度の低いところから高い
ところへ動き、対流するのです

室内にも「風」は吹きます。
ただし南から北というわけ
ではありません。実際に経
験のある方は少ないかもし
れませんが、燃え盛る囲炉
裏を囲んでいると背中に強
烈な冷気が突き刺さります。
これは、囲炉裏の火で温め
られた空気が軽くなって上
昇し、その空気を補うよう
に冷たい空気が流れ込むた
めです。この現象を自然対
流といいます。

海風陸風
ちなみに、海沿いの地域では日中
は海から、夜間は陸から風が吹き
ます。これも海と陸の温度差によ
り発生する気流が関係する「風」
の一種です

南風 北風

風は南から

必 要 な 風 は 南 か ら 北 へ

そもそも風は、どちらの方向に吹いているかご存じでしょうか。
もちろん地域差はありますが、「住まいにとって必要な風」は一
般に南から北に吹きます。必要な風とは、夏に屋外から取り込
みたい風のこと。逆に冬の冷たい北風は積極的に取り込みたい
風ではありません。

気圧の高いところから低いところへ
風というのは気圧差があるところに吹くものです。気
圧の高いほうから低いほうへ空気が移動する、これが
風です。日本の夏は南から大きな太平洋高気圧がやっ
てきます。南から北に向かって吹く風が多くなるのは
そのためです。

地域の風向きは気象庁ＨＰで
各地域で顕著な風向（専門用語で卓越風といいま
す）は、現在は気象庁のホームページなどで簡単
に調べられます。わが家に吹く風はどちら向きが
多いか、一度確認してみてはいかがでしょうか
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風が抜けない事例（1 階平面）

出 口 の 窓 を あ け な い と

気 流 の 扱 い方 1

カン違いしている人が多いのですが、外の風は窓をあけさえす
れば勝手に入ってくる──というわけではありません。もう一
つ出口となる窓が必要です。これは「エアコンのいらない家」
の生命線ともなる、とても大切な風の原理です。

残念の代表（平面）
①入口はあるが出口がない
②入口に対して出口が小さい
③出口は大きいが入口が小さい
④入口の位置が悪い
⑤出口に向かう途中で邪魔が入る

残念な兄の家
これは私の兄の家です。ご覧のように
北側に窓がないため（FIX ガラスなので
開かない！）、せっかく南側に大きな窓
をつけているのに夏でも風が抜けませ
ん。幸い設計の途中で相談されたため、
すぐさま北側に出口用の窓をつくるよ
う指示しました。
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一般に「通風」といえば、屋外の風を室内に導き入れるものと思
われています。けれど、自然の風だけに頼っていては常時快適
な環境をつくり出すことはできません。そこで活用したいのが
自然対流の原理。人工的に温度差をつくれば気流が生まれます。

温 度 差 が 空 気 を 動 か す

建物上部に暖かい空気が溜まる場
所があると、上昇気流が発生しや
すくなり下から冷たい空気が吹き
上がっていきます

暑い京都の涼しい町家
京都の町家は自然対流の
好例です。建物の奥に日
陰となる裏庭を配置する
ことで空気の動きをつく
り出しています。夏暑く
あまり風の吹かない京都
の建物にはこうした工夫
がたくさんあります。

建物の南北に温度差がある場合は、
温かい南側の空気が上昇すると、
そこに冷たい北側の空気が流れ込
んできます

断面図 平面図

気 流 って な に？ 3
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建物内の気流は、低い位置から高い位置へ移動するのでし
た。この原則に逆らうと、いくら窓をあけても気流はうまく
機能しません。

風や気流のコントロールは「夏だけの話」と思われがちで
すが、それは大いなるカン違いです。気流の制御は、むし
ろ冬のほうが大切かもしれません。寒い冬でも室内の空気
を常に動かし続けると、湿気の滞留がなくなり結露の防止
につながります。

L i k e  a  R o l l i n g  S t o n e 上 下 方 向 も 考 え な い と

２階が仲間はずれ
南から北へ向かう風のルー
トは確保されていますが、
北側の２階に窓がない（開
かない）と気流は１階で完
結してしまいます。せっか
く吹抜けがあるのにモッタ
イナイ。

方向と位置が逆
南の窓を２階だけに、北の
窓を１階だけに設けると、
南側から入ろうとする風と
上昇気流に乗って外に出よ
うとする北からの風がケン
カしてしまいます。上昇気流に引っ張

られて北から気流
が上っていく

これはウソ！
中庭を取り囲む「コートハ
ウス」の建物はなんとなく
風の抜けがよさそうですが、
周囲に窓がなければやはり
風は抜けません。

給気口から取り込まれた外
気が、建物最上部の窓から
湿気とともに抜けていきま
す。これで結露とは無縁に。

冬

窓から入った風が室内を流
れ、上部の窓から熱気とと
もに抜けていきます。これ
で涼しさ倍増、エアコンい
らず。

夏

気 流 の 扱 い方 3 気 流 の 扱 い方 2
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窓 の 付 け 方（ 日 射 対 策 ）
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600庇の寸法
＝開口面の高さ
× 0.3

冬 の 窓 ＞ 夏 の 窓

南面の軒や庇は
出し過ぎない
南面の窓で重要なのが軒や庇
の出寸法です。夏の日射カッ
トを目的に大きく出し過ぎる
と、大切な冬の日差しが取り
込めなくなってしまいます。

建物南側にスペースを確保し、日差しが取り込みやすい屋根を
掛けたら、さっそく南面に大きな窓を設けましょう。10月～3月
の寒い時期に太陽の放射を積極的に取り込む窓です。

庇の最適寸法
庇の出寸法は「開口面の高さ
×0.3」が目安です。これは夏
至（６月22日ごろ）の前後１
カ月半の日射をカットする寸
法です。庇だけでは切れない
８～９月中旬の日差しは、ス
ダレやヨシズなどを併用して
対策とします。窓が大きけれ
ば大きいほど、夏の日差し
カットが大切になります。

庇にはあらかじめスダレ用のフックを
付けておくとよいでしょう（最初から
フックが付いている既製品もあります）

2 窓 の 付 け 方（ 日 射 対 策 ） 1

N

10月 日の入り 10月 日の出
２月 日の入り ２月 日の出

12月 日の入り 12月 日の出

３月
日の入り

３月
日の出

北の窓は小さめに
なお、ほとんど日が差さない
北面はあまり考える必要はあ
りません（通風には大いに関
係しますが）。ただ、あまり大
きな窓を設けると、コールド
ドラフト現象（窓ガラスで冷
やされた冷気が下降気流を引
き起こす）が生じるおそれが
あります。

では、東西の窓はどうするか？　「夏は西日が強いから、な
るべく西面の窓は小さくするとよいのでは？」。これは一理
あります。けれど、東西の窓も南の窓と同様、冬の日差し
を取り込むという発想で取り付けるとよいのです。

東西の窓には
スダレが必須
そもそも東西面は南面に
比べて太陽の高度が低く
なるため、どんなに軒や
庇を出しても朝夕の日差
し は 室 内 に 差 し 込 み ま
す。スダレやヨシズ、高
性能のガラスがなければ
日射をカットできません。
これは必須の対策です。

可能なら南側に
夏の対策は OK。では冬は？ 10 月～３月の寒い時期に東西
の窓から日差しを取り込むには、なるべく日が入りやすい
位置に窓を設けることです。「できるだけ南側」に。

東 西 の 窓 も 冬 を 基 準 に
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風 は 抜 け な き ゃ 意 味 が な い

南が下なら北は上
南面の窓は冬の日差しを考えてなるべく大きく取ります。対
する北面の窓は、以下２つのルールにもとづいて考えます。

夏の風は室内をスムーズに吹き抜けてこそ価値が生まれま
す。通風用窓の原則は２つです。「風には入口と出口が必
要」「風は下から上へ流れる」。

風量の調整は
出口側の窓で
エアコンに風量調整のス
イッチがあるように、自
然の風も風量の調整は可
能です。意外に思われる
かもしれませんが、調整
は風の出口側の窓で行い
ます。開閉の大小で室内
を流れる風の量を調整す
るのです。

東西の窓は縦長に
東西の窓は、南からの風をうま
くつかまえる工夫を凝らしま
す。引違いの窓ではなく、縦す
べり出しの窓がよいでしょう。
縦長の窓を南からの風をつかま
えられる方向に開くのです。

S Nななめルーバーなど

2,
00
0

70
0

南
の
１│３

ブロック塀などで

ふさぐとこうなる ①南面の１/３～１/２
程度のサイズで

②なるべく建物の上
方に横長に付ける

これで気流が、流れ
をつくりやすくなり
ます。

北の窓の結露対策
ところで、住宅の中で最も結露
が発生しやすい場所は「北面の
窓ガラス」です。冬は屋外の冷
気でガラス面が冷やされる一
方、室内の空気は暖かいので温
度差が激しくなります。たとえ
予算が厳しくても、せめて北面
だけは高断熱タイプの Low-E ガ
ラスを使っておいてください。
絶対に後悔はさせません。

S N

暖かい空気

結露しやすい
冷

ちなみに、いちばん結露しにくい
窓は１階南面の窓です

窓は「エアコンのいらない家」の要ですから、窓ガラスにはなる
べく性能のよいものを使います。高性能ガラスの代表といえば

「Low-E ガラス」。Low-E とは Low Emissivity の略で「低放射」
を意味します。ガラス表面に施された特殊な金属コーティングが
放射に対する反射率を高めるのです。

東西と南北で使い分け
Low-E ガラスには、断熱性の高
い「高断熱タイプ」と、さらに
遮熱性能も付加された「遮熱高
断熱タイプ」の２種類がありま
す。これらは方角別に使い分け
ます。

高断熱タイプ

高断熱タイプ

遮熱高断熱
タイプ

遮熱高断熱
タイプ

N

S

W E
N

北面＝高断熱タイプ
年間を通してほとんど日の当たらない北面は高
断熱タイプで十分です

南面＝高断熱タイプ
遮熱性能が高いと夏の日射カットには有効です
が、南面から取り込みたい冬の日差しまでカッ
トしてしまいます

東西面＝遮熱高断熱タイプ
軒や庇だけでは防ぎ切れない強烈な夏の日差し
は遮熱高断熱タイプでカットします（ヨシズが
あればなおよし）。東西面は冬に日差しの入る時
間が少ないので遮熱タイプでも影響ありません

窓 の 付 け 方（ 通 風 対 策 ） 1 窓 の 付 け 方（ 日 射 対 策 ） 3

方 角 別 の ガ ラ ス 選 び

こっちは南
だから遮熱は
いらないな
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続きはこちらでご覧ください !

S N

S N S N

S N

「エアコンのいらない家」に限らず、冬は窓を閉め切ることが多
くなります。けれど、必ず１カ所だけあけておきたい窓があり
ます。おなじみ、通風の出口用に設けた北面の窓です。

冬 で も 窓 は あ け る

冬は湿気を逃がす換気窓に
この窓は冬でも少しあけておく
と、室内の汚れた空気とともに、
結露の原因となる湿気を排出し
てくれます。冬にあける窓なの
で、細かな調整がきく窓がベス
ト。風向きが変わる場合に備え
て、可能なら南面上部にも同じ
ような窓を設けておくとよいで
しょう。

湿
気
さ
ん

給気口はなるべく上に
冬は、換気にも気を使いま
す。せっかく暖かな室内に
いるのに、給気口からの冷
気が直接当たるとイヤな気
分に。給気口はなるべく上
に付けておきましょう。

給気口から換気扇までのルートが
人にぶつからないように

かっこいい給気口
給気口はたいてい丸型ですが、「あの
形がデザイン的にどうも…」という
方には天井に付けるスリット状の給
気口をオススメします。言われなけ
れば給気口だと分かりません
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窓 の 付 け 方（ 通 風 対 策 ） 2「エアコンのいらない家」事例

家族構成：夫婦＋子供１人
協働設計：アーキエア（二瓶渉）・空間工学研究所（岡村仁）・ymo（山田浩幸）
施工：Team-low energy house（TH モリオカ）　敷地面積：105.62㎡（32坪）　建築面積：63.14㎡（19坪）
延床面積：84.44㎡（25坪）　構造：RC造＋木造

建 物 概 要


