
改正でどう変わる？
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ここでちょっと一息 Coffee Break
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い
が
あ
り
ま
し
た
が
、
前
述
の
通
り
、
改

正
に
よ
っ
て
売
買
契
約
の
規
定
に
統
一
さ

れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
瑕
疵（
契
約
不
適
合
）

が
あ
っ
た
場
合
に
買
主
が
行
使
で
き
る
権

利
が
増
え
て
い
ま
す
（
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン

ト
③
〜
⑤
、
図
１
）

　

注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、「
契

約
不
適
合
」
の
契
約
と
は
契
約
書
の
こ

と
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
契

約
は
互
い
の
合
意
で
あ
る
の
で
、
契
約
に

至
る
ま
で
の
経
緯
が
大
切
と
な
り
ま
す
。

例
え
ば
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
広
告
内
容
や

プ
レ
ゼ
ン
資
料
、
カ
タ
ロ
グ
な
ど
が
契

約
の
合
意
内
容
と
な
っ
て
い
る
場
合
も

あ
り
、
そ
れ
が
守
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
「
契

約
不
適
合
」
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

改
正
前
は
引
き
渡
さ
れ
た
住
宅
に
瑕
疵

が
あ
っ
た
場
合
、「
売
買
契
約
」
で
は
「
請

負
契
約
」
の
よ
う
に
不
具
合
を
直
し
て
ほ

し
い
と
修
補
（
修
理
し
補
う
）
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
で
直
し
て
そ
の
費

用
を
請
求
す
る
「
損
害
賠
償
請
求
権
」
し

か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

今
回
の
改
正
で
「
契
約
不
適
合
」
が
あ
っ

た
場
合
、
買
主
（
施
主
）
は
壊
れ
て
い
る

と
こ
ろ
を
直
し
て
ほ
し
い
と
請
求
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
追
完
請

求
権
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
買
主
に
過
大
な
負
担
を
強
い
る

こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
売
主
は
買
主
の

請
求
と
違
う
方
法
で
修
補
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
こ
れ
ま
で
は
瑕
疵

が
重
要
で
な
い
、
過
分
の
費
用
が
か
か
る

と
い
う
場
合
、
修
補
請
求
は
で
き
な
い
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
改
正
後
は
こ
の
よ

う
な
修
補
請
求
に
対
す
る
制
限
が
な
く
な

り
ま
し
た
。

  

「
代
金
減
額
請
求
権
」
と
い
う
新
し
い
権

利
が
、
売
買
・
請
負
契
約
に
加
え
ら
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
追
完
請
求
を
し
た
の
に
実

行
さ
れ
な
い
場
合
、
代
金
減
額
を
請
求
で

き
る
と
い
う
規
定
で
す
。
減
額
の
金
額
を

ど
う
算
定
す
る
か
は
ま
だ
分
か
ら
な
い
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、「
不
適
合
の
程
度

に
応
じ
て
減
額
で
き
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

建
物
の
請
負
契
約
で
は
、
瑕
疵
が
あ
っ

て
も
契
約
の
目
的
が
達
成
で
き
る
場
合
に

は
契
約
解
除
が
で
き
ず
、
す
で
に
工
事
が

完
了
し
た
部
分
に
つ
い
て
も
解
除
は
ほ
ぼ

難
し
い
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

改
正
法
で
は
、
建
物
の
「
請
負
契
約
」

で
あ
っ
て
も
「
契
約
不
適
合
が
社
会
通
念

上
軽
微
」
で
な
い
限
り
履
行
の
催
告
に
応

じ
な
い
場
合
を
原
則
に
解
除
が
で
き
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
契
約
解
除
と
な
っ
た

場
合
、
原
状
回
復
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
す
で

に
出
来
上
が
っ
た
部
分
の
報
酬
に
つ
い
て

は
、
出
来
高
代
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

  

「
軽
微
で
な
い
限
り
」
と
は
ど
の
程
度
の

こ
と
を
い
う
の
か
の
判
断
は
、
こ
れ
か
ら

解
釈
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

改
正
前
の
「
瑕
疵
担
保
責
任
」
で
は
、

無
過
失
責
任
と
い
っ
て
十
分
注
意
し
て
施

工
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
避
け
ら
れ
な
い

理
由
で
瑕
疵
が
生
じ
て
も
、
責
任
が
免
除

さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
改
正
後
は
、「
債
務
者
の
責
め

に
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
」
に
よ
る

「
契
約
不
適
合
」
の
場
合
は
、
売
買
・
請

負
と
も
に
「
損
害
賠
償
請
求
」
に
つ
い
て

は
免
責
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
売

主
・
請
負
側
に
責
任
が
な
い
こ
と
を
立
証

で
き
れ
ば
、
損
害
賠
償
金
を
支
払
わ
な
く

＊可分：分割できること

　

住
宅
が
引
き
渡
さ
れ
た
後
で
施
工
不
良

な
ど
が
見
つ
か
っ
て
問
題
と
な
る
「
瑕
疵

担
保
責
任
」
に
つ
い
て
は
、「
瑕
疵
」
と
い

う
言
葉
に
代
え
て
、
契
約
の
内
容
に
適
合

し
な
い
「
契
約
不
適
合
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
表
現
が
変
わ
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
、「
瑕
疵
」
に
つ
い
て
の

考
え
方
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
請
負
に
お
い
て

は
従
来
の
解
釈
方
法
に
よ
り
近
い
言
葉
が

つ
い
た
と
い
う
印
象
で
す
。
ま
た
、
旧
法

で
は
、
売
買
・
請
負
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
が

あ
り
、
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
の
効
果
に
違

取
引
の
基
本
ル
ー
ル
を

約
１
２
０
年
ぶ
り
に
改
正

　

法
律
制
定
か
ら
１
２
０
年
以
上
経
っ
た

「
民
法
」
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
民
法
は
、

財
産
関
係
の
「
財
産
法
」
と
、
親
族
や
相

続
な
ど
に
関
す
る
「
家
族
法
」
の
二
つ
か

ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回
は
「
財

産
法
」
の
中
の
、
売
買
契
約
な
ど
取
引
の

基
本
ル
ー
ル
を
規
定
す
る
「
債
権
」
部
分

を
大
幅
に
見
直
し
て
い
ま
す
。

　

明
治
29
年
（
１
８
９
６
年
）
に
制
定
さ

れ
た
民
法
は
、
現
代
社
会
の
取
引
に
合
わ

な
い
部
分
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
、
見
直
し

の
検
討
が
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
今
回
の
改

正
で
は
、
こ
れ
ま
で
適
宜
、
解
釈
を
重
ね

て
き
た
、
判
例
の
蓄
積
を
条
文
化
し
た
も

の
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
請
負
に
お
い
て
、
仕
事
が
完

成
前
の
段
階
で
解
除
な
ど
の
理
由
に
よ
り

契
約
が
途
中
終
了
し
た
場
合
に
、
す
で
に

し
た
仕
事
が
可
分
＊
で
あ
り
、
そ
の
引
渡

し
を
受
け
る
こ
と
が
注
文
者
の
利
益
に
な

る
な
ら
ば
、
仕
事
の
一
部
で
あ
っ
て
も
利

益
の
割
合
に
応
じ
て
（
出
来
高
）
報
酬
が

請
求
で
き
る
と
い
う
最
高
裁
の
判
例
も
、

今
回
の
改
正
に
よ
り
条
文
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
今
回
の
改
正
は
、
新
し
い
制

2020年3月1日に「改正建築士法」、4月1日に「改正民法」、10月1日には「改正建設業法」と
今年は住宅産業に関わりのある改正法の施行が相次いだ。

「建築士法」の改正では、今まで保存が義務づけられていなかった図書保存が義務化され、
約120年ぶりの改正となった「民法」では、

住宅の売買や請負に関連する取引や契約のルールが大幅に見直された。
「契約の内容に適合していない」とされた場合、住宅の買主や発注者は、建設業者に対して

修理や代金減額など、請求できる権利が増えた。
「建設業法」の改正では、著しく短い工期の請負契約の禁止が盛り込まれている。

今号では、一級建築士でもある弁護士の吉田可保里氏に、
どのように法律が改正されたかを解説していただいた。

改正でどう変わる？
 

１
・ 

民
法
改
正

住宅関連の法律

特  集

T&Tパートナーズ法律事務所
弁護士／一級建築士

吉田 可
か ほ り

保里氏

「
請
負
契
約
」の
規
定
は

「
売
買
契
約
」の
規
定
に
統
一

チェック
ポイント①

新
た
に「
代
金
減
額
請
求
権
」が

設
け
ら
れ
た

チェック
ポイント④

「
損
害
賠
償
請
求
」が
免
責
さ
れ
る

場
合
が
あ
る

チェック
ポイント⑥

「
契
約
解
除
」が
請
負
契
約
で
も

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

チェック
ポイント⑤

「
追
完
請
求
」が
売
買
契
約
で
も

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

チェック
ポイント③

図1. 契約不適合があった場合に
       買主・注文者が行使できる権利

売　買 請　負

改正前 改正後 改正前 改正後

追完請求
（修理・代替物の請求） × ○ 修理に

ついては○ ○

損害賠償請求 ○ ○ ○ ○

代金減額請求 × ○ × ○

契約解除 ○ ○ 建物に
ついては× ○

度
も
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
取
引
の
実
務

や
裁
判
上
の
判
断
が
今
後
ど
の
よ
う
に
動

く
か
は
、
ま
だ
分
か
ら
な
い
部
分
も
多
い

の
で
す
。

工
務
店
が
押
さ
え
て
お
く
べ
き

８
つ
の
チ
ェッ
ク
ポ
イ
ン
ト

　

民
法
で
は
13
種
類
の
契
約
が
規
定
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
「
売
買
契
約
」

や
「
請
負
契
約
」
な
ど
が
住
宅
業
界
に
欠

か
せ
な
い
契
約
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば

完
成
し
た
戸
建
て
住
宅
や
マ
ン
シ
ョ
ン
を

売
り
買
い
す
る
「
売
買
契
約
」
と
、
注
文

住
宅
の
工
事
請
負
の
「
請
負
契
約
」
が
あ

り
ま
す
。
今
回
の
改
正
で
は
請
負
独
自
の

規
定
が
な
く
な
っ
て
原
則
と
し
て
売
買
と

同
じ
扱
い
と
な
り
、「
売
買
契
約
」
の
規
定

が
そ
の
ま
ま
準
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
請
負
に
特
有
な
も
の
だ
け
は
別
途

規
定
に
な
り
ま
す
。

「
瑕
疵
担
保
責
任
」か
ら

「
契
約
不
適
合
責
任
」へ

チェック
ポイント②
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＊1号：病院・学校・ホテルなどの特殊建築物

く
経
過
し
た
ほ
う
の
時
効
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
「
契
約
不
適
合
」
に
対
し
て
は
、

引
き
渡
し
か
ら
１
年
以
内
に
請
求
、
あ
る

い
は
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
こ
れ
か
ら
は
不
適
合
を
知
っ
た
時
か

ら
１
年
以
内
に
「
契
約
不
適
合
の
事
実
の

通
知
」
を
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

例
え
ば
、
雨
漏
り
が
起
き
た
場
合
、
旧
法

で
は
「
こ
う
い
う
原
因
が
あ
る
の
で
こ
う
し

て
ほ
し
い
」
な
ど
具
体
的
な
請
求
が
必
要

で
し
た
。
し
か
し
改
正
に
よ
り
、
雨
漏
り
が

あ
る
と
い
う
事
実
を
１
年
以
内
に
通
知
す

る
だ
け
で
よ
く
な
っ
た
の
で
す
（
図
２
）。

　
「
法
定
利
率
」
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

法
定
利
率
と
い
う
の
は
利
息
を
定
め
な

か
っ
た
と
き
に
適
用
さ
れ
る
法
律
上
認
め

ら
れ
た
利
息
の
こ
と
で
す
。
今
ま
で
年

５
％
と
高
か
っ
た
の
で
す
が
、
年
３
％
に

引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
３
年
ご
と

に
１
％
刻
み
で
見
直
さ
れ
る
変
動
制
に
変

わ
り
ま
し
た
。

記
録
を
残
す
こ
と
が
大
切

　

民
法
改
正
に
対
応
す
る
た
め
に
工
務
店

で
は
、
記
録
を
残
し
て
お
く
こ
と
が
今
ま

で
以
上
に
重
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。  「
契

て
も
い
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。
ど
の

よ
う
な
場
合
が
「
責
め
に
帰
す
こ
と
が
で

き
な
い
」
と
言
え
る
か
は
、
も
う
少
し
様

子
を
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

旧
法
で
は
、「
契
約
不
適
合
責
任
」
の

存
続
期
間
は
、
木
造
５
年
、
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
10
年
だ
っ
た
も
の
が
、
建
築
構

造
に
関
係
な
く
「
権
利
を
行
使
で
き
る
こ

と
を
知
っ
て
か
ら
５
年
、
権
利
を
行
使
で

き
る
と
き
か
ら
10
年
」
に
統
一
さ
れ
ま
し

た
。
つ
ま
り
引
き
渡
し
か
ら
10
年
、
契
約

不
適
合
を
見
つ
け
た
と
き
か
ら
５
年
経
つ

と
時
効
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ず
れ
か
早

な
の
で
、
将
来
の
た
め
の
保
険
だ
と
考
え
て

取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
契
約
不
適
合
」
と
取
ら
れ
な

い
た
め
に
、
性
能
基
準
な
ど
を
明
確
に
す

る
こ
と
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
表
示
や
説
明

は
丁
寧
に
正
確
に
行
う
こ
と
が
大
切
で

す
。
例
え
ば
、「
耐
震
等
級
３
相
当
」
と

い
う
表
示
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
正

式
な
性
能
評
価
の
認
定
は
受
け
て
い
な
い

が
、
設
計
上
は
耐
震
等
級
３
を
満
た
す
よ

う
な
設
計
を
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で

使
用
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま

す
。
買
主
が
そ
う
し
た
内
容
を
理
解
し
て

い
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、「
認
定
を
受
け
た
」

と
勘
違
い
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
は

注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

約
不
適
合
責
任
」
は
、
当
事
者
の
合
意
内

容
や
経
緯
が
重
要
に
な
る
の
で
、
説
明
を

し
た
か
し
な
い
か
な
ど
が
は
っ
き
り
し
な
い

と
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
と
き
に
身
を
守
る

手
段
が
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
細
な
契
約
書
を

作
成
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
打

ち
合
わ
せ
記
録
な
ど
を
き
ち
ん
と
残
し
て

お
く
こ
と
が
、
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
有
効
な

手
段
と
な
り
ま
す
。
現
場
で
記
録
を
残
す

の
が
難
し
か
っ
た
り
、
電
話
で
の
対
応
の
と

き
は
、「
先
ほ
ど
変
更
の
指
示
が
あ
っ
た
こ

と
承
知
い
た
し
ま
し
た
」
と
し
て
、
口
頭
で

の
指
示
内
容
を
具
体
的
に
記
し
、
確
認
メ
ー

ル
を
出
し
て
お
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

記
録
を
残
す
こ
と
は
手
間
が
か
か
り
ま

す
が
、
ト
ラ
ブ
ル
は
「
後
で
起
こ
る
」
も
の

改正でどう変わる？
住宅関連の法律

特  集
図. 保存が義務化された図書

務
経
験
を
積
ん
で
い
れ
ば
よ
い
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
受
験
者
数
の
急
減

に
対
し
、
人
材
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た

め
の
措
置
で
す
。
建
築
士
を
目
指
す
人
に

と
っ
て
は
受
験
機
会
が
拡
大
し
、
建
築
会

社
に
と
っ
て
も
建
築
士
免
許
を
取
得
す
る

可
能
性
の
高
い
若
手
社
員
を
確
保
し
や
す

く
な
り
ま
す
。

建
築
士
受
験
の
要
件
か
ら

実
務
経
験
が
外
さ
れ
る

  

「
建
築
士
法
」
の
改
正
に
よ
っ
て
、
今
ま

で
受
験
要
件
だ
っ
た
実
務
経
験
が
な
く
て

も
、
卒
業
後
す
ぐ
に
建
築
士
試
験
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
場
合
、

試
験
合
格
後
、
免
許
登
録
ま
で
の
間
に
実

計
算
で
あ
る
壁
量
計
算
、
四
分
割
法
の
計

算
、
Ｎ
値
計
算
に
係
る
図
書
や
構
造
計
算

等
に
係
る
図
書
な
ど
は
、
保
存
義
務
の
対

象
と
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た

め
建
物
が
で
き
た
後
に
構
造
上
の
安
全
性

の
疑
義
や
不
具
合
が
生
じ
て
も
記
録
が
何

も
残
っ
て
お
ら
ず
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
計
算
で
検
証
し
た
か
が
分
か
ら
な
く
な

る
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、

す
べ
て
の
設
計
図
書
の
保
存
に
よ
っ
て
構

造
の
安
全
性
の
確
保
を
建
築
士
が
立
証
で

き
る
よ
う
、
建
築
士
事
務
所
の
図
書
保
存

の
制
度
が
見
直
さ
れ
た
の
で
す
。

　

今
回
の
改
正
で
住
宅
業
界
に
と
っ
て
影

響
が
大
き
い
の
は
、
構
造
計
算
書
を
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
２
０
２
０
年
３
月
１
日
以
降
に
作
成

し
た
図
書
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

図
書
を
保
存
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
30
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
ま
す
。

「
４
号
建
築
物
」も

　
年
の

図
書
保
存
が
義
務
化
さ
れ
る

　

ま
た
、
改
正
建
築
士
法
の
施
行
に
併
せ
、

建
築
士
事
務
所
の
図
書
保
存
の
見
直
し
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
建
築
士
事
務
所
の
開
設

者
は
「
建
築
士
法
」
に
よ
っ
て
、
一
定
の

図
書
に
つ
い
て
は
15
年
間
保
存
す
る
こ
と

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回

の
改
正
で
保
存
対
象
と
な
る
図
書
の
範
囲

が
拡
大
し
ま
し
た
。
今
ま
で
保
存
の
義
務

が
な
か
っ
た
木
造
戸
建
て
住
宅
な
ど
の

「
４
号
建
築
物
」
も
含
め
て
、
す
べ
て
の

建
築
物
に
設
計
図
書
の
15
年
間
の
保
存
が

義
務
づ
け
ら
れ
た
の
で
す
。

  

「
４
号
建
築
物
」
や
「
確
認
申
請
が
不
要

な
建
築
物
」
で
あ
っ
て
も
、
建
築
基
準
法

や
そ
の
他
の
関
連
法
令
を
満
た
し
て
適
切

な
設
計
を
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で

す
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
は
、
木
造
建
築
物

の
構
造
安
全
性
を
確
か
め
る
た
め
の
構
造

ケース①

ケース②

工事完成
引き渡し時

契約不適合
発見

契約不適合
発見 時効の完成

時効の完成

権利を行使できるとき
から10年

権利を行使できることを
知ってから5年

権利を行使できることを
知ってから5年

知ってから
1年以内に
通知

権利を行使できることを
知ってから5年

権利を行使できることを
知ってから5年

権利を行使できるとき
から10年

「
契
約
不
適
合
責
任
」の

存
続
期
間（
時
効
）を
統
一

チェック
ポイント⑦

「
法
定
利
率
」が「
５
％
」か
ら「
３
％
」、

「
３
年
ご
と
の
変
動
制
」に
変
わ
る

チェック
ポイント⑧
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建
築
士
法
改
正

15

図2. 「契約不適合責任」の時効期間の考え方

「耐震基準」と「耐震等級」の
違いとは「４号建築物」

とは
住宅の耐震に関する基準は、①建築基準法が
定める「耐震基準」と②品確法（住宅の品質確
保の推進等に関する法律）に基づいた住宅性
能表示制度が定める「耐震等級」がある。

  「4号建築物」とは、
建築確認の審査を一
部省略する「４号特
例」を受けられる、

［２階建て以下・延
べ面積500㎡以下・高さ13ｍ以
下・軒の高さ9ｍ以下］の木造建
築物などのこと。建築基準法６条
１項４号に該当する建築物。４号
建築物を建築士が設計した場合、
構造計算を行って建築基準法の構
造基準を満たした上で、その構造
計算書を添付せずに確認申請が可
能になる。また、その図書の保存
は今まで義務づけられていなかった。
　今回の改正で、4号特例で確認
申請を受けた建物であっても、
15年間は構造安全性の検討のた
めの「構造計算書等」の保存が必
要となってくる。ただし「構造計
算書等」の内容は、建築物の種類
によって異なる。

① 耐震基準 ② 耐震等級

「建築基準法」の
定めによる

「品確法」に基づいた
「住宅性能表示制度」の

定めによる

建物内にいる人の命を
守るための　　　　　　　　　　　　　　　　　

必要最低限の基準

人命に加えて住宅の損害を　　　　　　　　　　　　　　　　
極力小さくする目的で

定められた基準

旧耐震基準：
～1981年

新耐震基準：
1981年～1999年

改正新耐震基準：
2000年～

耐震等級１：
「耐震基準」と同等

耐震等級２：
「耐震等級１」の1.25倍

耐震等級３：
「耐震等級１」の1.5倍

適合していない住宅は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建築確認の許可が下りない

住宅性能評価機関の
審査と認定を受けて
初めて表示できる

建基法6条1項
2号建築物

建基法6条1項
3号建築物

建基法6条1項
4号建築物

建基法6条1項
に該当なし

木造
階数≧3
延べ面積＞500m2

高さ＞13m
もしくは軒高＞9m

木造以外
階数≧2
延べ面積＞200m2

1号*〜3号以外の
木造戸建て
住宅など

建築確認が不要
な小規模建築物
など

設
計
図
書

配置図、各階平面図、2
面以上の立面図、
2面以上の断面図

保存義務あり
 新

保存義務化
基礎伏図、各階床伏図、
小屋伏図、構造詳細図 保存義務あり  新

保存義務化

構
造
計
算
書
な
ど

① 保有水平耐力計
算 、限 界 耐 力 計
算、許容応力度等
計算などの構造
計算書

保存義務あり

 新
保存義務化

② 仕様規定の適用
除外のただし書き
で必要な構造計
算など、構造の安
全性を確認する
ために行った構造
計算の計算書

 新
保存義務化

③ 壁量計算、四分割
法の計算、N値の
計算に係る図書

 新
保存義務化

工事監理報告書 保存義務あり  新
保存義務化

ここが
ポイント！

すべての建築物に
ついて15年間、図
書の保存が義務化
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業
環
境
の
確
保
」
の
３
本
を
柱
と
し
た
改

正
が
行
わ
れ
ま
し
た
（
図
１
）。

  

①
「
働
き
方
改
革
」
で
は
、
長
時
間
労

働
を
是
正
す
る
た
め
に
工
期
の
適
正
化
を

目
指
し
、「
著
し
く
短
い
工
期
で
の
請
負
契

約
の
締
結
を
禁
止
」
し
ま
し
た
。
国
土
交

通
省
の
中
央
建
設
業
審
議
会
が
今
年
７
月

に
決
定
し
た
「
工
期
に
関
す
る
基
準
」
を

守
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
違
反
し
た

発
注
者
（
施
主
や
元
請
け
）
は
勧
告
な
ど

の
対
象
と
な
り
、
対
象
と
な
る
工
事
請
負

代
金
の
下
限
は
５
０
０
万
円
（
建
築
一
式

工
事
は
１
５
０
０
万
円
）
で
す
。
ま
た
、

請
負
建
設
業
者
は
、
木
工
事
に
何
日
、
ク

ロ
ス
張
り
に
何
日
と
、
工
程
ご
と
の
作
業
・

準
備
日
数
を
見
積
書
に
書
き
入
れ
る
こ
と

が
努
力
義
務
と
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
工

事
を
施
工
し
な
い
日
や
時
間
帯
を
定
め
る

と
き
は
、
そ
の
こ
と
を
請
負
契
約
書
面
に

記
載
す
る
義
務
が
生
じ
ま
す
。

　

労
働
基
準
法
改
正
に
基
づ
き
、
建
設
業

で
は
２
０
２
４
年
度
か
ら
「
時
間
外
労
働

の
上
限
規
制
」（
図
２
）
が
罰
則
付
で
適

用
開
始
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
備
え
る
た
め
、

上
限
に
抵
触
し
な
い
よ
う
人
員
数
を
確
保

す
る
な
ど
の
対
処
が
求
め
ら
れ
ま
す
が
、

著
し
く
短
い
工
期
で
の

請
負
契
約
が
禁
止
と
な
る

　

皆
さ
ん
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
建
設
業
法

は
建
設
に
関
す
る
許
認
可
や
現
場
管
理
、

下
請
け
の
契
約
な
ど
、
建
設
業
の
業
務
に

関
す
る
ル
ー
ル
を
定
め
た
建
設
業
の
根
幹

と
な
る
法
律
で
す
。
今
回
は
①
建
設
業
の

「
働
き
方
改
革
の
促
進
」、
②
建
設
現
場
の

「
生
産
性
の
向
上
」、
③
「
持
続
可
能
な
事

は
、
使
用
し
た
建
設
資
材
の
欠
陥
に
よ
っ

て
施
工
不
良
が
生
じ
た
場
合
、
建
設
資
材

製
造
業
者
に
対
し
て
国
土
交
通
省
な
ど
が

改
善
勧
告
・
命
令
が
で
き
る
仕
組
み
が
新

た
に
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
工
業
製
品
等

の
資
材
の
積
極
的
活
用
で
、
施
工
の
生
産

性
を
向
上
さ
せ
る
狙
い
が
あ
り
ま
す
。

　

③
「
持
続
可
能
な
事
業
環
境
の
確
保
」

に
関
し
て
は
、
後
継
者
の
確
保
や
円
滑
な

事
業
承
継
が
可
能
に
な
る
よ
う
、
現
行
の

規
制
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。
建
設
業

経
営
に
関
し
、
過
去
５
年
間
以
上
の
経
験

者
が
役
員
に
い
な
い
と
許
可
が
得
ら
れ
な
い

と
す
る
規
制
が
、
改
正
に
よ
り
事
業
者
全

体
と
し
て
適
切
な
経
営
管
理
責
任
体
制
を

有
す
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
改
正
は
、
建
設
現
場
の
急
速
な

高
齢
化
と
若
者
離
れ
の
現
状
に
対
す
る
改

善
策
の
一
つ
と
い
え

ま
す
。
労
働
者
の
量

的
確
保
、
高
齢
化
に

対
す
る
質
的
確
保

は
、
建
設
業
界
が
抱

え
る
課
題
の
う
ち
で

も
最
も
解
決
に
時
間

が
か
か
る
問
題
な
の

で
、
長
期
的
な
目
線

で
取
り
組
む
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

あ
ま
り
に
も
極
端
に
短
い
工
期
で
の
契
約

は
し
な
い
こ
と
が
肝
心
で
す
。

　

ま
た
、
働
く
現
場
の
処
遇
改
善
と
し
て
、

社
会
保
険
加
入
を
徹
底
す
る
た
め
に
建
設

業
許
可
・
更
新
の
基
準
を
見
直
し
、
社
会

保
険
へ
の
加
入
を
要
件
化
し
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
下
請
代
金
の
う
ち
労
務
費
相
当
分

に
つ
い
て
は
現
金
で
払
う
こ
と
を
配
慮
義

務
と
し
、
下
請
け
労
働
者
の
処
遇
改
善
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

工
事
現
場
の
技
術
者
に
関
す
る

規
制
を
合
理
化
し
た

　

②
建
設
現
場
の
「
生
産
性
の
向
上
」
に

関
し
て
は
、
限
り
あ
る
人
材
の
有
効
活
用

と
し
て
、
現
場
に
配
置
す
る
技
術
者
の
人

数
が
緩
和
さ
れ
ま
し
た
。
元
請
け
で
監
理

技
術
者
を
補
佐
す
る
技
士
補
が
い
る
場
合

は
、
監
理
技
術
者
は
２
現
場
の
兼
務
が
可

能
に
な
り
ま
す
。
技
士
補
の
資
格
取
得
に

よ
り
、
若
者
の
現
場
で
の
早
期
活
躍
や
入

職
促
進
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
下

請
け
工
事
の
う
ち
特
定
専
門
工
事
（
下
請

代
金
が
３
５
０
０
万
円
未
満
の
鉄
筋
・
型

枠
工
事
）
は
、
下
請
け
に
主
任
技
術
者
を

置
か
な
く
て
も
元
請
け
の
主
任
技
術
者
が

施
工
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

資
材
メ
ー
カ
ー
に
関
係
の
あ
る
改
正
で

 

３
・ 

建
設
業
法
改
正

改正でどう変わる？
住宅関連の法律

特  集
図1. 建設業法改正の概要

① 建設業の働き方改革の促進　

(1) 長時間労働の是正
 （工期の適正化） ➡

・ 著しく短い工期での請負契約禁止
・ 工程ごとの作業日数について見積書への
 記載を努力義務化

(2) 現場の処遇改善 ➡
・ 建築業許可・更新の基準見直しで
 社会保険加入を要件化
・ 下請代金の労務費の現金払い

② 建設現場の生産性の向上
(1) 限りある人材の有効活用と
     若者の入職促進 ➡  工事現場の技術者に関する規制を合理化

(2) 建設工事の施工効率化を
     促進するための環境整備 ➡  建設資材の欠陥に伴う施工不良で

 建設資材製造業者へ改善勧告

③ 持続可能な事業環境の確保
(1) 経営業務管理責任者に
 関する規制の合理化 ➡  適切な経営管理責任体制への見直し

(2) 円滑な事業継承の創設 ➡  円滑な事業継承の仕組みを構築

● 原則、月45時間かつ年360時間
 ただし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合は
 以下となる

・時間外労働 … 年720時間以内
・時間外労働＋休日労働 … 月100時間未満、
  ２〜６カ月平均80時間以内
・月45時間を上回る月は年6回まで

図2. 2024年度から適用される時間外労働
　　（休日労働は含まず）の上限規制
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『月刊HOUSING』編集長・リクルート
住まい研究所主任研究員などを経て
フリージャーナリストに。マンション
購入・戸建建築・リフォームと自邸で
実践しながら、国内外で取材・コンサ
ルティング活動を行う。

藤井 繁子住生活ジャーナリスト

住宅業界の旬な話題をお届けします！住宅業界の旬な話題をお届けします！ここでちょっと一息

住宅業界の“HaaS”、2030年が見えてきた
DX銘柄2020、鹿島建設や三菱地所も
　本誌7月号で紹介した平井議員が、デジタル改革担当大臣
になるとは… 政府もDX（デジタルトランスフォーメーション）
を実現する規制改革に動き出しました。8月には経済産業省
が東京証券取引所と「DX銘柄2020」を選定。デジタル技術
を前提としたビジネスモデル・経営変革に取り組む上場会社
として選ばれた35社の中には、鹿島建設・三菱地所などの取
り組みも紹介されています（経済産業省ホームページ参照）。　　
　一方、中小企業であっても有利な事業環境を創ることが
できるのもDX。大手企業や他業界の動向に注目しながら、
独自のシステムを構築し業務効率アップを図るべきです。

マーケティングから施工まで、住宅業務も進化
　住友林業の9月の注文戸建受注金額は昨年同月比40％増
となりました。好業績の理由はWeb経由の資料請求が増
え、さらにその後の業務プロセスをデジタルで効率化する

「ロボポータル」というシステムを開発。導入前に比べ25％
作業時間を削減し、営業システムの効率化も一因のようです。

　大和ハウス工業では日本電気（NEC）と、施工現場のデジ
タル化に向けた遠隔管理の実証実験を10月から開始。現場
監督者や作業員の業務効率・安全性向上を目指しています。

加えて、DXを加速させるべく米国 Autodesk 社と新たな
協定を結び、工業化住宅のあるべき姿を構築するための「次

世代工業化開発室」を設置したことにも注目です。　　　　

HaaS（Housing as a Service）の発想
　業務のデジタル化が進む中で、住宅そのものはどう変化し
ていくのでしょう。日経BP総合研究所がWebメディアで、
健 康 人 生100年 を 可 能 に す る 未 来 の 住 宅 像「Beyond 
Home」をイラスト提示し、2030年実現を目指すプロジェ
クトを進めています。10月に開催されたセミナーにも登壇し
たINIAD（東洋大学情報連携学部）坂村健学部長は、「このレ
ベルの機能は30年前から取り組んでいる」と。1989年

「TRON電脳住宅」、2004年のトヨタグループと建てた「夢
の住宅PAPI」は私も見学しましたが、既にコンピューティン
グによる住生活マネージメントは想定済みでした。「やっとセ
ンサーなどのコストが下がり実装レベルに来た」ようです。
　現在坂村氏が取り組んでいるのは、都市再生機構（UR）
との「Open Smart UR 研究会」。HaaS（Housing as a 
Service）をコンセプトに掲げ、IoTやAIなどの情報技術を
活用し、新たな生活環境をITプラットフォーム上のサービス
を使い提供することを目指しています。

（一 般 的 な IT 用 語 HaaS は Hardware as a Service で す が、MaaS（Mobility as a 
Service）とともに我々Housing業界には良いキャッチフレーズ）

　興味深かったのは、小学校からプログラミングの義務教育
を受けた世代が生活者になるので、プラットフォーム＝住宅
OSさえあれば、住まい手が必要なサービスを自分で開発す
る時代になるという話。DIY感覚、デジタルDIYですね。昨
年、コンセプトを具体化した「Open Smart URスタートアッ
プモデル」をUR赤羽台で披露（現在公開終了、2030年の住まい・暮らし

をコンセプトブック「UR 2030」 はHPで閲覧可能）。モデル住戸を公開した
目的の一つは、民間企業などと連携したプラットフォームで、
オープンなIoT・AIなど技術の研究を進めるため。研究会参
画メンバーの業界の垣根を超えた技術とアイデアが交差する
舞台が2030年の住まいとなりそうです。
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『Open Smart UR
スタートアップモデル住戸』

（都市再生機構とINIAD・東京都北区） 
築58年になるUR赤羽台団地の住戸を
リフォーム。44㎡の住戸に44個のセ
ンサーを設置（折り上げ天井内）、室
内環境だけでなく風呂やトイレでは居
住者のバイタルデータを収集しサービ
スにつなげる。冷蔵庫の食材を管理し
レシピの提案も。壁にスイッチ類はな
く、自動調節またはAIスピーカーが
対応。「AIが同居人の時代が来る」と、
INIADの坂村氏

『スマートコントロールセンター』
（大和ハウス工業）
全国10カ所の事業所に、戸建住
宅の施工現場を遠隔管理できる
センターを設置。施工現場に設
置されたカメラやセンサーなどか
らデータを収集し、NECのAIを
活用した映像分析技術などにより
施工現場の遠隔管理を実現する

WEBイベント『MY HOME PARK』
（8/22-9/30 住友林業）
従来のリアルイベント『住まい博』
は予約制で縮小する中、新たに
Web で『MY HOME PARK』を
イベント開催し集客。私も気になっ
て覗いてみた、林修氏の講座やオー
ナー宅ライブ訪問なども人気を集

めたようだ。メールを含めた多角的なWebマーケティングで営業もDX
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ユーザー目線で宅配ボックスの
利便性とセキュリティを追求

設置しやすく手軽に購入できる
置き配バッグ「OKIPPA」を開発

新発想の置き配バッグ普及で
“再配達”という社会課題解決に貢献

配
送
業
者
も
Ｏ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
を
『
ユ
ー
ザ
ー
が
求

め
る
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
』と
認
識
し
て
く
れ
た
の
で
す
」

再
配
達
問
題
を
解
決
に
導
く

新
し
い
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に

—

以
降
販
売
は
順
調
で
宅
配
業
者
や
Ｅ
Ｃ
事

業
者
と
の
連
携
が
加
速
し
て
い
る
。
日
本
郵
便
で

は
Ｏ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
を
無
料
配
布
す
る
体
験
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
を
展
開
。
楽
天
で
は
配
送
サ
ー
ビ
ス

「Rakuten EXPRESS

」
の
受
け
取
り
手
段
に

Ｏ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
が
追
加
さ
れ
た
。

  

「
再
配
達
問
題
解
決
の
た
め
に
は
、
と
に
か
く

Ｏ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
、

宅
配
業
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
Ｅ
Ｃ
事
業
者
と

の
連
携
は
効
果
的
で
す
。
頻
繁
に
再
配
達
を
依
頼

す
る
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
の
ユ
ー
ザ
ー
層
に
普
及
で
き
れ

ば
、
再
配
達
率
も
効
率
的
に
下
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
Ｅ
Ｃ
事
業
者
に
と
っ
て
は
、『
確
実
に
受

け
取
り
た
い
』
と
い
う
ユ
ー
ザ
ー
の
ニ
ー
ズ
に
応

え
る
こ
と
で
購
買
促
進
が
期
待
で
き
る
た
め
、
Ｏ

Ｋ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
活
用
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
わ
け
で

す
。
一
度
使
え
ば
ユ
ー
ザ
ー
・
宅
配
業
者
と
も
に

良
さ
を
理
解
し
て
も
ら
え
て
、
次
も
使
っ
て
く
れ

る
好
循
環
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
」

—

コ
ロ
ナ
禍
で
、宅
配
ボ
ッ
ク
ス
へ
の
ユ
ー
ザ
ー

の
意
識
は
「
不
在
時
だ
け
で
な
く
在
宅
で
も
使
う

も
の
」
へ
と
変
化
し
た
。
非
対
面
の
安
全
性
の
ほ

か
時
間
指
定
に
よ
る
拘
束
も
な
く
、そ
も
そ
も
〝
ラ

ク
〟
と
い
う
こ
と
が
認
知
さ
れ
て
き
た
。
Ｏ
Ｋ
Ｉ

Ｐ
Ｐ
Ａ
は
、
新
し
い
宅
配
の
形
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

  「
宅
配
の
多
く
が
贈
り
物
に
活
用
さ
れ
て
い
た
時

代
は
対
面
で
丁
寧
に
と
い
う
慣
習
も
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
日
用
品
を
自
分
で
注
文
し
て
宅
配

を
利
用
す
る
今
、
ユ
ー
ザ
ー
は
そ
う
し
た
荷
物
を

必
ず
し
も
対
面
で
受
け
取
る
必
要
性
を
感
じ
て
い

ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
日
本
の
治
安
を
考
え
る
と
盗

難
リ
ス
ク
も
低
い
。
堅
牢
で
高
価
な
宅
配
ボ
ッ
ク

ス
と
、
荷
物
を
そ
の
ま
ま
玄
関
先
に
置
い
て
行
く

置
き
配
と
の
〝
中
間
〟
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

ユ
ー
ザ
ー
目
線
で
そ
の
ニ
ー
ズ
を
考
え
抜
い
た
結

果
生
ま
れ
た
の
が
、
Ｏ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
な
ん
で
す
」

—

よ
り
便
利
に
安
心
し
て
使
え
る
よ
う
に
、
専

用
ア
プ
リ
で
宅
配
状
況
が
確
認
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

や
荷
物
の
盗
難
を
補
償
す
る｢

置
き
配
保
険｣

も
提

供
し
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
対
策
や
環
境
負
荷

低
減
を
目
的
に
、
自
治
体
と
連
携
し
て
住
民
に
Ｏ

Ｋ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
を
配
布
す
る
取
り
組
み
も
活
発
化
し
た
。

  「
素
材
に
再
生
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
を
採
用
し
た
り
、

古
い
Ｏ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
を
回
収
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
す

る
な
ど
、
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
＊
の
構
築
に

も
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
は

ア
パ
レ
ル
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
の
コ
ラ
ボ
で
、
玄
関

前
を
飾
る
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
し
て
Ｏ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ

を
提
供
す
る
な
ど
し
て
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
の
イ
メ
ー

ジ
を
変
え
て
い
き
た
い
。
荷
物
の
発
送
も
行
う
な

ど
、
玄
関
前
物
流
も
考
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

付 加 価 値 創 造 に 挑 戦

注 企業を訪ねる

ら
普
及
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
を
知
り
、
普
及
で

き
る
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
が
あ
れ
ば
再
配
達
問
題
を
解

決
で
き
る
の
で
は
と
、
起
業
に
至
っ
た
ん
で
す
」

—

検
討
し
た
の
は
街
の
中
に
宅
配
ロ
ッ
カ
ー

を
設
置
す
る
こ
と
だ
っ
た
が
、
コ
ス
ト
の
問
題
か

ら
断
念
。
ユ
ー
ザ
ー
が
費
用
を
か
け
ず
に
活
用
で

き
る
形
を
模
索
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
治
安
の
よ
い

日
本
な
ら
で
は
の
、
玄
関
先
に
配
達
す
る
牛
乳
や

生
協
の
文
化
に
行
き
あ
た
っ
た
と
い
う
。

  「
使
う
と
き
だ
け
広
が
っ
て
ス
ペ
ー
ス
を
取
ら
ず
、

常
に
置
い
て
お
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
普
及
は
難

し
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
中
で
、
生
活
雑

貨
メ
ー
カ
ー
の
両
端
を
引
っ
張
れ
ば
コ
ン
パ
ク
ト

に
折
り
た
た
め
る
エ
コ
バ
ッ
グ
を
発
見
し
、
開
発

協
力
を
依
頼
し
ま
し
た
。
試
作
品
完
成
後
、
私
自

身
が
使
っ
て
み
る
と
同
時
に
宅
配
業
者
の
ア
ル
バ

イ
ト
を
し
て
、
ユ
ー
ザ
ー
と
配
達
員
が
と
も
に
使

い
や
す
い
置
き
配
バ
ッ
グ
を
研
究
し
ま
し
た
」

—

９
カ
月
の
試
行
錯
誤
の
末
、
つ
い
に
「
Ｏ

Ｋ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
」
が
完
成
。
宅
配
業
者
に
宣
伝
す
る

も
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
問
題
か
ら
前
向
き
な
回
答

を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

  

「
と
は
い
え
、
再
配
達
解
決
の
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

に
な
る
こ
と
は
確
信
し
て
い
た
の
で
、ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
サ
イ
ト
で
先
行
販
売
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
実
施
。
売
上
目
標
を
初
日
で
達
成
し
２
０
０
０

個
を
販
売
し
た
ほ
か
、
同
サ
イ
ト
内
の
ビ
ジ
ネ
ス

イ
ン
パ
ク
ト
賞
も
受
賞
し
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、

ス
ペ
ー
ス
を
取
ら
ず
使
う
と
き
だ
け
広
が
り

狭
い
玄
関
前
で
も
使
え
る
商
品
に

—

Ｅ
Ｃ
販
売
の
伸
び
と
と
も
に
宅
配
便
の
取

扱
個
数
が
急
増
す
る
一
方
で
、
社
会
問
題
化
し
て

い
る
の
が
再
配
達
の
多
さ
。
そ
の
数
は
１
日

２
０
０
万
個
と
い
わ
れ
対
策
が
急
務
だ
。
こ
の
よ

う
な
中
、
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
な
ら
ぬ
新
発
想
の
置
き

配
バ
ッ
グ
「
Ｏオ

キ

ッ

パ

Ｋ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
」
を
開
発
し
、
再
配

達
問
題
の
解
決
に
挑
戦
し
て
い
る
の
が
Ｙｐ
ｅ
ｒ

だ
。
手
頃
な
価
格
と
使
い
勝
手
の
良
さ
か
ら
販
売

個
数
が
急
伸
し
、
16
万
個
に
達
し
て
い
る
。

  「
前
職
時
代
か
ら
、
新
し
い
イ
ン
フ
ラ
に
な
る
ビ

ジ
ネ
ス
を
立
ち
上
げ
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
海
外
赴
任
の
経
験
か
ら
、
日
本
で
は
優
れ

た
宅
配
イ
ン
フ
ラ
が
発
達
し
て
い
る
一
方
、
再
配
達

と
い
う
問
題
が
解
決
で
き
な
い
こ
と
に
疑
問
を
感

じ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
従
来
の
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
は

玄
関
前
が
狭
い
こ
と
や
設
置
費
用
が
高
い
こ
と
か

Ｙイ

ー

パ

ー

ｐ
ｅｒ
株
式
会
社

ここが注目ポイント

再配達をなくせ！
新発想の「置き配バッグ」で
社会課題の解決に挑む

本　　社  ● 東京都渋谷区南平台町
  13-15
創　　業  ● 2017年
資 本 金  ● 2,851万円
従 業 員  ● 14名
事業内容  ● アプリ連動型簡易宅配

ボックス「OKIPPA」
を開発・提供

代表取締役　

内山 智晴 氏

＊サーキュラーエコノミー：製品・部品・資源などを最大限に活用し、それらの価値を目減りさせずに永続的に再生・再利用し続けること

2Lのペットボトルが18本入
る大きさコンパクトにたためて、スペースを取らない。

両端を引っ張ると簡単に折りたためる

「置き配保険」に加入
すると、100円/30日
で「OKIPPA」に配達
された商品の盗難を
補償（上限30,000円）

OKIPPAを広げ荷物
を収納する

ワイヤーを伸ばす ファスナーの南京錠を施錠する

配 達 完 了 通
知がスマート
フォンに届く 丈夫＆撥水加工

【商品概要】
バッグのサイズ：使用時/約70×66㎝（容量57L）、折
りたたみ時/約13×13㎝、3,980円（税・送料込み）。
Amazonや楽天市場などのECサイトや、Yperのオン
ラインストアで購入できる

「OKIPPA」の特徴「OKIPPA」活用のメリット

どんなときでも受け取
れる

受け取り手の
ストレス軽減

7割以上削減
（大阪府八尾市との実証実験の場合）

再配達率の削減

▲ 790トン/年
（全国15万個のOKIPPAがすべて
再生ポリエステル素材として換算）

CO2排出削減

置き配バッグ
「OKIPPA」

「OKIPPA」
に取り付ける
南京錠

玄関に取り付
けるワイヤー
ロック

STEP3（ユーザー）

STEP2（宅配業者）

玄関にワイヤーロックを取り付け置
き配バッグ「OKIPPA」を設置する。
このとき、開錠した南京錠をバッグ
のファスナーに付けておく

STEP1（ユーザー）

開錠
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　株式会社矢野経済研究所は、「生活支援サービスに関
する消費者アンケート」を実施。7種類のサービスに対
して利用の動向や実態を調査した。調査結果は、生活支
援サービスに対する利用経験の少なさも目立ち、利用者
数の拡大を進めることが期待される。

【ホームセキュリティ】  利用率＊1 7.0％：他の生活支援
サービスと比較して利用率が高い傾向

【家事代行サービス】  利用率 1.5％：自宅内のほか、買
い物代行なども注目され、利用率は増加傾向で推移

【家具・家電レンタル】  利用率 0.7％：単身世帯及
び借家での利用が中心

【宅配型クリーニング】  利用率 2.8％：季節ものの
衣類の保管と合わせて需要が拡大

【駆け付け緊急対応サービス】  利用率 4.1％：過去に利
用したことがあると回答した4.2％も利用者に含むと、
8.3％が実質的な利用率と推測

【宅配ロッカー】  利用率 3.5％：非対面での宅配受け取
りも行われ、今後も利用率は拡大すると推測される

【移動スーパー・移動販売車】  利用率 1.8％：過去に利
用したことがあると回答した3.2％も合わせた5.0％が
実質的な利用率と推測

　林野庁は、令和元年（2019年）の木材需給に関する
データ「木材需給表」を取りまとめ、公表した。
■	総需要量：令和元年の木材の総需要量は8,190万

5,000㎥（丸太換算、以下同）で、前年比0.7%の減少。
減少は4年ぶりで、用材は前年比2.6％の減少となっ
た。一方、燃料材は前年比15.1％の増加であった。

■	総供給量：国内生産量は3,098万8,000㎥、前年比
2.6%の増加で、丸太が1.0％、燃料材が10.9％増加した。

　輸入量は5,091万7,000㎥で、前年比2.6%の減少。
この中で、前年に比べ増加量が最も大きかったのは
燃料材で、24.6%増加した。 

■	木材自給率：用材の自給率は33.4% で、前年に比
べて1.0ポイント上昇。しいたけ原木及び燃料材を
加えた総量の自給率は37.8%で、前年に比べて1.2 
ポイント上昇し、用材、総量ともに9年連続の上昇
となった。

「令和元年木材需給表」を公表
木材自給率は9年連続で上昇  －林野庁

生活支援サービスに関する消費者アンケート調査
認知度拡大で利用率増加を期待  －矢野経済研究所 

今月のニュース

編集室より

■ 広告掲載・誌面に対するご意見、ご感想は
　 建材マンスリー編集室専用アドレスまでお寄せください。

住友林業株式会社 木材建材事業本部 業務企画部

   kenzai-monthly@sfc.co.jp

■ 弊社ホームページにPDF版を掲載中です。
   http://sfc.jp/mokuzai/kenzaimonthly/

120年ぶりに改正された民法。社会生活や事業における原則的なルールであり、
実は口約束でも法的に契約が成立するということ、知らない人も多いのではな
いでしょうか？最も身近な法律なのに、それを学ぶ機会もないまま明治時代のルー
ルで生活していたとは驚きです。今号ではこの民法を含め、業界に関わる法改
正をご紹介します。「どこよりも分かりやすく！」をモットーに制作いたしま
したので、ぜひ「法律＝難しい」という先入観を取り払ってご覧ください。（M）

編
集
後
記

表紙：住友林業（株）住宅・建築事業本部　神戸支店　西宮・酒蔵通り展示場
＊ 家具などのインテリア品は実際の展示と
　 異なる場合があります
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■ 国内生産量
■ 輸入量
 　  木材自給率

木材自給率最低（H14）
18.8%

現在（R元)
37.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ホームセキュリティ

家事代行サービス
家具・家電レンタル
宅配型クリーニング

駆け付け緊急対応サービス
宅配ロッカー

移動スーパー・移動販売車

■ 現在、定期的に利用　■ 現在、必要時に利用　■ 現在検討中　■ 過去に利用経験あるものの、今は利用していない
■ サービス内容は知っているが、利用経験なし　■ サービス名称程度は知っているが、利用経験なし　■ サービス名称・内容を知らない

● 木材供給量及び木材自給率の推移

＊ 1 利用率：「現在、定期的に利用」と「現在、必要時に利用」の合算値
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（出典：国土交通省ホームページ　http://www.mlit.go.jp/statistics/details/jutaku_list.html）
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