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(住宅地計画)       489-492 

124 札幌市の住宅地景観に関する研究 : (5)作り手の住宅・町なみデザイン観(住宅地計画)      

493-496 

125 札幌市の住宅地景観に関する研究 : (6)作り手の住宅地景観とその整備に対する意識

(住宅地計画)       497-500 

126 住民意識構造から見た住宅市街地の維持管理計画の可能性 : 札幌市を事例として(住

宅地計画)       501-504 

127 自立型地域社会における住環境整備と住区計画 : 札幌市を事例として(住宅地計画)      

505-508 

128 住宅地の価値構造に関する研究 : (1)住み手の立場からみた住宅地の価値構成の基本

像(住宅地計画)       509-512 

129 住宅地の価値構造に関する研究 : (2)住宅地に対する住み手の価値意識の構造(住宅地

計画)       513-516 

130 モンゴルの住宅政策と住宅事情 : 社会主義体制から民主化・市場経済体制への変遷(住

宅問題・建築教育・住教育)       517-520 

131 函館市圏の住宅事情の地域構造(住宅問題・建築教育・住教育)       521-524 

132 戸建住宅の様式・材料における採用状況の変化および居住者の意識に関する研究 : 青

森市・仙台市・山形市の比較分析(住宅問題・建築教育・住教育)       525-528 

133 科目"建築法規"の学習指導計画例 : 北海道の工業高等学校建築教育その 5(住宅問題・

建築教育・住教育)       529-532 

134 北海道の住教育に関する研究 : (2)教師の意向から見た住教育の現状と課題(住宅問

題・建築教育・住教育)       533-536 

135 北海道の住教育に関する研究 : (3)地域特性に配慮した住教育の提案(住宅問題・建築教

育・住教育)       537-540 

136 増毛町本間家店舗・住宅について(町家・近代住宅)       541-544 

137 美国町旧磯野家住宅について(町家・近代住宅)       545-548 

138 北海道の近代町家に関する研究(町家・近代住宅)       549-552 

139 札幌市山鼻地区における戦前期の小規模住宅(町家・近代住宅)       553-556 

140 札幌市円山地区における住宅地形成(町家・近代住宅)       557-560 

141 蘭西および港南地区の社宅街について : 室蘭市における住宅地形成(町家・近代住宅)      

561-564 

142 開拓使根室支庁の缶詰工場の建築施設について(建築活動・建築業者)       565-568 

143 後期札幌農学校のキャンパスの建築に関する史的研究 (建築活動・建築業者 )      

569-572 

144 日本統治期の南サハリンにおける建設請負業者(建築活動・建築業者)       573-576 



145 樺太日日新聞にみる昭和初期南サハリンの建築活動 (建築活動・建築業者 )      

577-580 

146 建築家・関根要太郎  : 戦前期の建築活動を主として (建築活動・建築業者 )      

581-584 

147 擦文時代の旧琴似川における竪穴住居の平面形態について(建築活動・建築業者)      

585-588 

148 パタン王宮マニ・ケシャブ・ナラヤン・チョクの平面寸法計画について(建築活動・建

築業者)       589-592 

149 北海道における近代建築のデザインボキャブラリィ (建築活動・建築業者 )     

593-596 

150 昭和30年代の札幌市におけるコンクリートブロック造戸建て住宅の住戸形式の変遷 : 

財団法人北海道住宅公社の分譲住宅について(建築活動・建築業者)       597-600 

201 北海道におけるコンクリートのリサイクルに関する研究 : コンクリートのリサイク

ル研究委員会報告(委員会報告)       601-608 

202 バックドラフト現象の解明と防止に関する調査研究 : 住宅火災被害低減研究委員会

報告(委員会報告)       609-612 

203 昭和初期の建築教育に関する研究 : 当時の工業学校と大学教育を手がかりとして(委

員会報告)       613-616 

204 歴史的建造物の保存と活用に関する研究 : 北海道における歴史的建造物を活かした

まちづくり(委員会報告)       617-624 

住まいの安全を考える(特別企画シンポジウム)       625 

防災計画の面から(特別企画シンポジウム「住まいの安全を考える」)       626 

防火対策の面から(特別企画シンポジウム「住まいの安全を考える」)       626-627 

住宅の安全設計(特別企画シンポジウム「住まいの安全を考える」)       627 

積雪対策の面から(特別企画シンポジウム「住まいの安全を考える」)       628 

室内環境の面から(特別企画シンポジウム「住まいの安全を考える」)       628-629 

1997 年度支部研究発表会実行委員会        

奥付       


