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ABSTRACT ： This　report 　 shows 　 a　 short 　 sto πy　of 　ordinaly 　houscs　ln　Okinawa 　 and 　some 　 measures 　against　thc　hcat

without 　ai卜conditioning 　syst  s，　 The　Oklnawan　houses　have　been　different  m 出 e　main 　s症 eam 　of 　Japanese

traditional　houses．　It　may 　be　a　natural 　way 電hauhe 　Okinwan　houses　and 　the　Okinawan　ways 　of 　life　have　various

con 面 vances 　 againsUhe 　heat　in　the　 main 　land　of 　Japan，　because　Okiwana　is　located　in　the　subtropica120ne 　and 　the

climate 　in　Okinawa 　is　thought 　to　be　vely 　hot　all　the　year　round ．　 The 　actual　climate 　conditions 　and 　the　ordlnary 　lives　in

Okinawa 　are 　different　fセom 　these　images．　 The 　real 　state 　ofOkinawan 　houses
，
　which 　is　not 　stereotype

，
　not 　superstition

，

aro 　dcscribed　in　this　paper倉om 　various 　aspects 　including　social 　andeconomlc 　condidons ．

1．は じ めに

　沖縄 を含 めて 日本 の 家庭 で 本格的な冷房 が使 われ

る ようにな っ て か ら 40 年程 度 しか経 っ て い な い 。

海洋性亜熱帯高温多湿気候の 沖縄 で も歴史的 に は冷

房 の ない 時代 の 方が圧倒的 に 長 い わけ で あるが ，そ

の 間 の 住宅 の 形態 と生活 の 状 態および そ れ らの 現在

の状 況につ い て 述ぺ る こ とが本稿 の 目的 で ある 。

　まず ， 沖縄 にお け る 自然 の 冷気 あ るい は涼気を利

用 し た耐暑法 ， い わ ゆ る パ ヅ シ ブ クーリン グの 実例

を考え る。次に ， そ れ らの沖縄 の 独 自性につ い て検

討する 。 さ ら に ，家庭用 の 小型空調設備が
一
般的な

家 電 製 品 と な っ た 現在 の ， 生 活形態や 住宅 の構造 等

の 変化 に つ い て 考える 。 最篌 に
， 現在 の 沖縄 の 生活 ，

あ る い は住宅が抱 える問題点 に つ い て 考える 。

2．昔の 沖縄 の民家

　沖縄 の 原風景的な昔 の 民家 の イメ
ー

ジは ， 琉球石

灰岩の 石 垣 塀と フ ク ギ の 屋敷林で 囲 ま れ た ， 沖縄独

特 の 赤瓦 屋根を持 つ 開放 的な木造 の 平家 で あ る こ と

が 多い 。代表例 と し て 国指定 重 要文化財 の 中村家 の

外観 を Fig．1 に 示す 。 こ の 民家 の 歴史は約 250 年 と

言わ れ て い る の で ，沖縄の原風景と言え そ うで ある Fig．2　Picture　of 　an 　Okinawan 　house　in　19th　centUry
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Fig．3Fluctuatlons　ofmonthly 　average 　air　temperature

が ， 実際にはかな り改修 され て い る 。 赤瓦 は 約 100

年 前 に 茅葺 きか ら葺 き替え られ た よ うで あ る。屋 敷

囲 い な ど もかな り簡 素 で あ っ た らしい 。 首里城 など

の 特別な建物を除 くと ， 沖縄 の 民家の 屋根が赤瓦 に

な っ た の は 比較的最近 の こ となの で あ る 。

　昔 の沖縄の 民家は 冒頭の イメージとは異 な り， 実

際に は Fig．2 に示す 19世紀 の 石垣 島の 民家の よう

な も の で あ っ た だ ろ う。茅葺 き屋根 の 簡単な住居 と

低 い 粗雑な石垣だけ で あ る 。 その 規模 も Fig．1 に 示

す支配者階級 の 民家 の ように 大 き くはな く ，

一
般 の

民家 は か な り小 さ い 。こ の ような簡単な屋敷囲 い を

持つ 茅葺き屋根の 小さな木造平家建 て の 民家を出発

点と して ， そ の 後 の 変化 も合 わせ て ，沖 縄 の 民家に

お け る パ ヅ シ ブ クーリン グ 手法を考え る 。

3．沖縄の 気候

　高 温 多湿 と言われ る 沖縄 の 気 候的な 特徴 を 1971

年か ら 2000年 まで の 気象デ
ー

タの 平年値 を用 い て

東京 ， 福 岡と比較す る こ とに よ り明 らか に する 。 月

別平均気温の 比較 を Fig．3 に 示す 。 沖縄 の 最高気温

は 7 月に 表れ る が ， そ の 値 は 28．5℃ と東京や福 岡

に 比 べ て 約 1℃ の 違 い しかな い 。 冬期 の 2 都市 との

違 い は 非常 に 大 き く ， 最 も低 い 1 月 の 平均気温 で も

16．6℃ と ， 東京や福岡 に 比 ぺ て 10℃ 以 上 も高 い 。

　月別平均相対湿度 の 比較を Fig．4 に 示す 。 年間を

通 して 高湿度 で あ る が ，特 に 夏期 の 4 月 か ら 9 月 ま

で の 半年間は 75％を超え て い る 。 小さ な気温年較差

と高湿度 に 加 え て ， 常 に 吹 い て い る強 い 風 ，低緯度

の 強 い 日 射 ， そ し て 必 ず毎年 や っ て くる台風 が ， 亜

熱帯海洋性の沖縄 の 気候 を特徴付けて い る 。 こ の 気

候 は 周 囲 の 海水 の 影響 で 形成 され る もの で あ る 。

　強 い 日射 と高湿度は暑熱環境 を悪化 させ
， 風は そ

れ を緩和す る 。 こ の 条件 におけ るはパ ヅ シ ブ ク
ー

リ

ン グ は 日射制御 と通 風が効果的で あ る。
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Fig．　4　FluctUations　ofmonthly 　average 　relative 　humidity
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4．沖縄の 民家の 対暑法

　強 い 日射 と高湿度が夏の 気候 の 問題点 で あるが ，

こ れ は 沖縄 に 限 ら ず 日本 の 多 くの 地域 に 共通 す る 特

徴であ る 。 それ に 対する パ ッ シ ブクーリン グ手法 も

ど こ で もお な じみ の 日射遮蔽 と通風が中心 とな る。

こ れ らの 沖縄 に おけ る特徴に つ い て 考え る 。

4．1 日射遮蔽

　低緯度 の 沖縄 で は太陽高度が高 く，日中の 日陰は

屋根 の 真下 に で き る の で ， 室内 は 比 較的簡単に 日射

遮蔽 され る 。 しか し，太陽高度 の 低 い 朝夕 は 東西面

か ら日射が 室内に 差 し込む の で ， これ を遮蔽す る た

め の 壁 などが必要 となる 。 沖縄 の 民家 の 平面計画を

簡略化す る と Fig．5 の ように な る。南面 に は表座 と

呼ばれる公的な居 室，北面 に は 私的な裏座が あ る 。

そ れ ら の 居 室 の 西 側 に 台所 が 置 か れ ，西面 は 板壁 で

遮蔽 されて い る 。 東側 は開放的で あ り ， 日射遮蔽に

な る 壁面 は な い 。し か し ， 比較的軒高が低 い の で ，

周囲 の 石垣 と合わ せ て 日射は か な り遮蔽で きる 。 さ

らに ， Fig．1 に示すよ うな フ クギと呼ばれる高木が

一
般 の 民家 に お い て も本格的 な屋敷囲 い として 使わ

れ る よ うに な る と ，か な り大 きく成長 す る 木なの で

日射遮蔽効果 はよ り大き くなる 。

板壁 　　　　　　 一部開ロ 間仕切

髓

 

台所

…
　 裏座
｝

3

il
表座

旨

Fig．5　Rough 　sketch 　ofthe 　plan　ofan 　Okinawan 　house
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　 し か し，低 い 軒 の 構えや周囲 の 石垣 ，フ クギの 屋

敷林の 主 目的は 台風対策 で あ り，日射遮蔽 は副次的

なも の で あ る。つ ま り ， 日射遮蔽に関す る 工 夫 ら し

い もの はな い
， あ るい は結果的にそ うな っ ただけ と

考えられ る 。 なお，本土で 見 られ る 「よしず」 や 「す

だれ 」 な ど の 簡易 日射遮蔽装置 は ， 沖縄 で は ほ とん

ど見 られな い 。原 因は不明 で あ るが ， お そ らく強風

に よる飛散 の 可能性があるため と想像され る 。

4．2 通風

　高温多湿 の 環境 に お い て 体感的 に 効果 の 明確な パ

ッ シ ブ クーリ ン グ は 通風 で あ る 。 発汗 に よる皮膚表

面の 水 分 の 蒸発 が 風 に よ り促 進さ れ る わ け で あ る 。

自然 の 風 の 不規則 な変動は ， 扇風機や エ ア コ ン に 優

る清涼感 を もた ら す こ と が あ る 。 沖縄 の 民家は ほ と

ん ど外壁 の な い 簡 素な木造軸組構造な の で ， 周囲は

通 風 に 適 す る 開 口 と な る。し か し ， Fig．5 に 示 す よ

うに 沖縄 の 民家には表座 と裏座 の 間に板壁 があ る 。

こ の 壁 の 表座側に 床の 間や 仏壇 が あ る の で ，古 く か

ら固定的に設置 され て い たようで あ る 。 本土の 民家

の 基 本計画は ，田 の 字ブ ラ ン と呼ばれ る 田 の 字型 に

配置され た 4 室 で あ る 。 こ の 4 室 の 間は可動間仕切

りな の で ， こ れ を開放 すれ ば沖縄 の 民家よ りも風通

しが よ い 。 こ の 点 か らす る と沖縄 の 民家 で は 積極的

に 風 を取 り入 れ る 設計と は言い 難 い 所 が あ る。

　沖縄の 民家に は Fig．6 に 示す よ うに ，その 入 り口

に 「ヒ ン プ ン 」 と呼ばれ る障壁があ る。屋敷囲 い の

石垣 が きれた出入 り口 の やや内側 に ，中の 家を隠 す

よ う に 立 っ て い る。そ の 機能 は プ ラ イ バ シ ーの 保護

に あるが ，通風 に 関 して 2 つ の 面を持 つ 。 こ の 障壁

に 当たる風 に とっ て は障害とな るが ， 内部が 見通 せ

な くなる こ とか ら，室 内を開放的 に して 通風 を促 進

で き る。しか し ， 男 は ヒ ン ブ ンの 右側 ， 女は 左側を

通 る と決 め ら れ て い た と か ， そ の 大 き さ や 位置を決

め る 風水 の 計算式 があ っ た と言う 話 か ら す る と ， ヒ

ン プ ン は本来 ，儀式的 ， 宗教的 なもの で あ っ た ら し

い。なお ， 沖縄に は 今で も 「フ
ーシ ミ

ー
」 （風水見 ）

と呼 ばれ る 家相判 断 の 専 門 家 が い る。ヒ ン ブ ン も結

果的 に 通風に関与 す る だけ で あ り ， 積極的 に環境的

な要素を意識して 使わ れ た もの で は な い と言え る 。

4，3 そ の他の 要素

　そ の 他 の パ ッ シ ブ ク
ー

リン グの 要素 と して 考え ら

れ る もの は ， 蒸発冷却 ， 放射冷却な どで ある 。 茅葺

き屋根 の 保水性 に よ る蒸発冷却は有名で あ る が ， 沖

縄 に 限定 され た話 で は な い 。 後 の 使われ た赤瓦 の 熱

的 な機能 と して ， 素焼 きの 保水性によ りや は り蒸発

冷却 を利用 で きるとか
， 平瓦と丸瓦を組 み 合わ せ た

本瓦 葺きな の で ， 屋根表面に 凹凸を作 り放熱面積 を

拡 大 す る と か ，太 陽高度 の 低 い 時 に 凸部 が 凹部 に 日

陰を作 る と言われ て い る。そ の よ う な効果 は 認 め ら

れ る が ，実際に は 結果論 で あ り，意識的 に 作 っ た も

の で はな い ら しい 。 釉薬や引 っ 掛け桟瓦 の ような
一

枚も の の 瓦 を焼 く技術や経済力が な か っ た とか ，台

風 に備 えて 瓦 を漆喰で 塗 り固め る の に ， 素焼きの 本

瓦 葺きが便利だ っ たと言う よ う な話で あ る 。

　床下や小屋裏 の 換気 に 関 し て は ， む し ろ 悲観的で

あ る 。 床下 の 隙間は Fig．7 に 示す程度 で あ り， 積極

的な床下換気とは言えな い 。 立派な家 に な る ほ ど床

下 が 閉じて い る 。 また ， 高級な家か ら徐々 に 天井 を

張 る ように な っ たが ，小屋 裏換気は考え られて い な

い 。こ れ ら は ハ ブ な ど が 入 り込 ま な い 対策 と言 わ れ

て お り，熱環境 を考慮 した設計 で はな い 。こ の 点は

本 土 の 民家 の 方 が 開放的で ある 。 畳に関 して は い ろ

い ろな説があ るが ， 高級 な家 で は明治中期 ，

一
般的

に は 昭和初期頃 か ら使わ れ 始 め た よ うで あ る 。 畳 は

Fig．6　Entrance　ba汀 jer　ofan 　Okinawm 　house，
1’HINPUN 「’ Fjg．70penjngs 　fbr　ventilation 　in　the　cfaw 塵spacc
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沖縄 の 高湿度の 夏 に お い て は む し ろ不快 で あ る。畳

の使用は沖縄 が本土並 み になるため の 努力の 結果 で

あ り，悲 しい 歴史的，社会的な背景で ある 。

　以上 の ように ， 沖縄の 民家に見られ る対暑法的な

もの は結果的 に そ の ような機能を持つ こ とはあ っ て

も，積極的な 「暮 らしの 中の 知恵」 とい うような も

の はない と言 っ て い い 。こ れは沖縄が歩んだ特殊 な

歴史 的背景に よる苦 しい 経済状況が ， そ こ まで 余裕

の あ る民家を作 り出せ な か っ た た め と考え られ る 。

ただ し ， 長 い 歴史 の 中 で 多様 なもの の 中 か ら集約 さ

れ て残 っ たの が こ の ような民家で あ っ た と考えれ ば ，

そ れ は 一つ の暮 ら しの 中の 知恵で あ ろ う。

5．現在の 都市お よ び 住 宅

　人 口 増加 と米軍基地 と して 接収された広大な土地

と社会の 混 乱 の た め に ， 戦篌 の 沖縄 の 住宅事情は過

密 に な っ て しま っ た 。 こ の ような状況 で は質の 高 い

住宅 は 望 め な い 。十分な敷地 を持 っ て い た戦前 の 民

家 よ りも劣悪 な環境 で あ る 。 その こ ろの 住 宅は米軍

の援助によ る 2x4 の 規格 品や ， 従来 の 民家を粗悪

な材 料で 再現 した もの が 中心 で あ っ た 。 落 ち 着 きを

取 り戻 した 1950 年代 にな ると ， 台風 とシ ロ ア リ対

策 と して ，コ ン ク リート プ ロ ヅ ク 造 な ど の 非 木 造 の

安価 な住宅 が作 られ る よ うにな っ た 。 1960年代 に

な り沖縄で 生 コ ン ク リートや鉄筋が生産され る よう

にな り， 鉄筋 コ ン ク リ
ー

ト住 宅の 普及率は 80％を超

え た 。 鉄筋 コ ン ク リート住宅の 過密な都市で は ，明

らか に 熱環境 の 悪化 で あ る 。 近代化住 宅 の 初期段階

で は 空調 は高値の 華で あ っ た が ，価格の低下 と共に

す ぐに 普及 したの は 当然 で あ る 。

　 こ の よ うな 近 代化住宅の 対暑法で ， 今で も使わ れ

て い る もの が Fig．8 に 示す花 プ ロ ヅ クで あ る 。 こ れ

は穴開き コ ン ク リ
ー

トブ ロ ッ クの こ とであ り，もち

ろ ん 沖縄 だ け の も の で は な い が ， 沖縄 で は こ れ が 大

量 に住宅 に使 われ て い る 。 その 効果は 日射遮蔽が 中

心 で あるが ，通風を確保 しなが らあ る程度の 目隠 し

と ， 防犯的な要素も合わせ持 つ こ とがで きる 。 また ，

沖縄 で は ピ ロ テ ィ 住宅が多 く，地表面を日陰に して

涼 しい 空間をつ くり出し て い る。こ れは土地が狭い

た め 駐車場 を確保す る た め の や む お え な い 措置 で も

あ るが ， 結果的に涼 し い 外部空間を提供で きる 。 経

済的 に余裕 の 出 て きた最近 で は ， 鉄筋 コ ン ク リ
ー

ト

造 の 家 に 赤 瓦 の 屋 根 を架け る 家 が 多 くな っ て き た が ，

こ れ はデザイ ン ば か りで な く，赤瓦 の 熱 的な効果 が

再認識され て きた こ とも
一

因 と思わ れ る 。

6．住 ま い 方 による対暑法

　打ち水や風鈴な ど本土 に見られ る対暑法は沖縄に

は な い 。 打ち水は 高湿度の気候で は 逆 に暑苦 し く感

じるし ， 風鈴 の ような情緒 的な涼 しさで は ， 沖縄 の

強烈 な日射には歯が立たな い 。 夕涼み の ような対暑

法は沖縄に も見られ る が ，よ り活動的で ある 。 熱帯

や地 中海沿岸 などの 暑 い 地 方の 夏は ， 暑 い 日中を避

け るた め ，夜の 活動が活発 で ある 。 沖縄に もそ の パ

ターン が 当て は ま り ， 夜遅 くま で 店鋪が営業 して い

る な ど ， 昼間 と 同様に 活発 に 人 々 が 活 動 して い る 。

こ れ だ け 夜間 の 活動 が 定着 して い る の は ， や は り過

ご しやす い 夜 の 環境 を利用 して い るの で ある 。 それ

に よっ て 削 られ る 睡眠時 間は昼寝 に よ っ て 補 っ て い

た とい う話 もあるが ，実際 の 所は明確 で はない 。 し

か し ， 現在 で は夜間 も空調機器 を運転 し ， 大 量 の 照

明機 器を使用 して い るの で ， 現在 の 夜 社会 は単な る

夜更 か し で あ り ， 対暑法とは呼べ ない 。

7．おわ りに

　 上 述 の よ う に ， 沖縄 の 伝統 的 な 自然 の 涼 を得 る た

め の 生活 の 知恵 とい うも の は ， 残念なが ら明確に は

発見で きなか っ た 。 し か し ， 地球環境 へ の 対応が 迫

られ て い る現在 ，
エ ネ ル ギー消費を伴わな い パ ッ シ

ブ ク ーリ ン グ の 必 要性は 明確で ある 。 沖縄で もそ の

対応 と して ， 昔 の 民家 に 見 られた結果論的なパ ヅ シ

ブ ク ーリ ン グ手法を 再評価 して ，そ れ を応用す るよ

うな努力が実験的に 行われ て い る 。 住宅産業が 量 か

ら質に転換 して きた こ れ か らが ，本来 の パ ッ シ ブ ク

ーリン グ手法 の 開発期 で あ る と考 え ら れ る。

Fig．8　Passive　cooling 　device，”HANA 　BLOCK ”
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