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129 北海道における都市間構造に関する基礎的研究 III : 渡島・檜山支庁の購買・受信行動

からみた分析(施設・広域計画)       513-516 

130 北海道農村における高齢者保健・住宅施策の連携に関する研究 : 老人病院の受療圏域

からみた市町村連携の実体(施設・広域計画)       517-520 

131 校歌からみた沿岸町村の地域景観イメージに関する研究(景観構造・景観シミュレーシ

ョン)       521-524 

132 歩行者空間の景観分析手法に関する研究(その 5)(景観構造・景観シミュレーション)      

525-528 

133 街路景観の知覚構造 : シークエンスにおける空間構成と視知覚の関係(景観構造・景観

シミュレーション)       529-532 

134 景観認知実験におけるシミュレーション・メディアの比較(景観構造・景観シミュレー

ション)       533-536 

135 景観アニメーションに用いる周辺データ作成のための多重円筒形マッピング法(景観

構造・景観シミュレーション)       537-540 

136 歩行行動による格子状都心空間解析・把握の試み : 札幌市都心地区を事例として(都心

構造)       541-544 

137 地方中小都市における市街地密度の均質化に伴う空間の変容過程 (都心構造 )      

545-548 

138 成熟社会における地方中核都市の都心像に関する研究(都心構造)       549-552 

139 札幌の都心居住促進地域の整備課題と方策に関する研究(都心構造)       553-556 

140 地方中小都市における世帯分離の傾向と公的支援についての研究 (市街地再生)      

557-560 

141 地方都市既成市街地の再生に関する研究 : 若年層の社会的ネットワークとその形成

(市街地再生)       561-564 

142 公営住宅の建替と市街地の再生について(市街地再生)       565-568 

143 産炭地域における市街地整備 その 5 : 生活圏の創出とネットワークの形成に向けて

(市街地再生)       569-572 

144 産炭地域における市街地整備 その 6 : 公的借家の居住者意識を通した計画課題の検

討(市街地再生)       573-576 

145 建築科における女子生徒の動向 : 北海道の工業高校建築の教育 その 1(建築教育)      

577-580 

146 北海道札幌工業高等学校建築科の就職動向 : 北海道の工業高等学校建築教育その



2(建築教育)       581-584 

147 建築科における情報技術教育について : 北海道の工業高等学校建築教育 その 3(建築

教育)       585-588 

148 近代建築の保存・再生手法 : 日経アーキテクチュア(1978-1995)にみられる事例を通

して(近代建築・1)       589-592 

149 「小京都」考(近代建築・1)       593-596 

150 醸造建築の調査研究(18) : 北海道(近代建築・1)       597-600 

151 ニシン漁場主屋建築にみる網元郷里の民家形式 : 漁業家青山家の建築活動に関する

研究 その 3(近代建築・1)       601-604 

152 明治・大正期の北海道大学官舎について(近代建築・2)       605-608 

153 北海道帝国大学創立期の医学部および同附属医院の建築について (近代建築・2)      

609-612 

154 石狩町親船旧長野商店と周辺建物(近代建築・2)       613-616 

155 札幌市豊平・菊水・苗穂地区の歴史的建造物(近代建築・2)       617-620 

156 寿都町の歴史的建造物と市街地形成(近代建築・2)       621-624 

157 官営炭鉱における開拓使以降の建築組織と建築関係技術者 (近代建築・ 3)      

625-628 

158 空知炭礦(株)の建造物等図面と融資住宅に関する考察(近代建築・3)       629-632 

159 札幌市の大正・昭和初期営繕組織について(近代建築・3)       633-636 

160 日本統治時代(1905-1945)におけるサハリン(旧樺太)の建築 : (1)コルサコフ(旧大

泊)(近代建築・3)       637-640 

161 日本統治時代(1905-1945)におけるサハリン(旧樺太)の建築 : (2)ユジノサハリンスク

(旧豊原)(近代建築・3)       641-644 

162 万葉集にみる「野」のイメージ(日本建築)       645-648 

163 寺社地からみた江戸の都市構造の変遷(日本建築)       649-652 

164 明治時代の東京の道路網整備計画と江戸の都市構造(日本建築)       653-656 

165 絵画史料の CG 処理による江戸の都市景観復原 : 大名屋敷の道沿い景観復原(日本建

築)       657-660 

166 建築の美の創造理論研究の目標設定について(建築論・西洋建築)       661-664 

167 残された地図資料から見たバルセロナ(19-20世紀初頭)の史的変遷について : 19-20世

紀初頭に亘る Catalonia 建築思潮に関する研究(建築論・西洋建築)       665-668 

168 <カタロニア・モデルニスモ>と建築家 Lluis Domenechi Montaner-1 : 既往の研究と

問題の所在(建築論・西洋建築)       669-672 

169 Fukuhara House の震害についての記述 : Frank Lloyd Wright 研究・175(建築論・西

洋建築)       673-676 

170 東京帝国大学時代の日本建築史のノートについて : 建築家・元田稔研究(その 6)(建築



論・西洋建築)       677-680 

171 施設利用者満足度調査手法(POE)の開発と試行(建築論・西洋建築)       681-684 

特別企画「建築学の使命と支部研究発表のあり方」(中扉)        

特別企画「建築学の使命と支部研究発表のあり方」       685-687 

1995 年度支部研究発表会実行委員会        

奥付      


