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都市表面か らの 顕熱供給 と都市大気の 混合 が

夜間 ヒ ー トア イ ラ ン ド形成 に 与 え る影響の 比較

榊 　原 保 　志
＊

要 　旨

　夜間 ピ ー．トア イラ ン ドの 成 因 に つ い て γ 曜 し た、用 い 7 丼 一夕 は，長嬰｝卩 1頭 施 町に お け る 気 議分 許
’
デー一

タ （榊

原，／999），小布施町 L 近 い 大 蜘 ．1頗 の 気温 お よ び長 野 地 方気 イ
ム Fの 風 速 究 あ る．糊 串 衣 面 か らの 頭 熱供 給 に よ る成

囚 と都π∫大 式 の 江合i  よ る成因の 雷 与 の 大 き さを廿 191 るた め 2 丿 の Jj払 が 叙 わ れ た．α お よ び 」冴π厂な ど の 気

象パ ラ メ
ー

タ
ー

と ヒ
ートア イ ラ ン ド強度 との 欄 鄭 糸数 を艮絞 す る 方決 、田 琶，198D と，風 速の 増加 し対 す る ヒー

トア イ ラ ン ド強辰 の 変 化 を比 べ る 方itの 2 つ で あ る 、た だ し，α を 温位幻配，び を風 速 と す る．そ の 糾果，＃
．
小 の

都市で は 接地逆転の 発達 を妨 げ る都市遥 造 物等 1 退 囚 δ ／冫大 ス ての 1 卜｝ τに ふ る戊 囚 0）ほ う が 側 1ヒ… トア イ ラ ン

ド形 成 に 笥与づ
一
る 可能性 を丁 唆 i る．

　 1．は じ め に

　都 巾 が郊外 と比 べ 暖か い 呪象は ヒ ートア イ ラ ン ド と

呼 ばれ ，風 の 弱 い 睛れた夜 間 に 明蜘 ． 現れ る こ とが矢li

られ て い る．こ の 夜聞 に 見ら れ る ヒ
・．一トア イ 7 ン ドは

以 ドに 示す い くっ か の 成囚 に よ る と 考え ら れ る．

　  人 工 熱 の 都市大 xt へ の 放 出

　  口中蕭債 した熱 を夜 同 に 放 ilす る 特 卍力 人 き い

　　 都 肛構成物 t3
＝
の 存在

　  天 二Lti の 減少 に 伴 う長 波放射損失の 低下

　  接地逆
．
伝の 発 達 を妨 げ る 都 市建 途物 等 に 起 因づ

’

　　 る大 気 の 上 下混含

　  に つ い て ，都市 で ff　il する入．．L二熱 は大」勧放射 の 数

十 パ ー一．
ヒ ン ト に 匹 敵す る と い う報 1・（た と え ぜ，

Garnett　and 　Bach
，
1965＞ が あ り，と りわ け大都市ほ

ど そ の 効果は 大 き い もの と 善え られ る．しか し，．ノ く

の櫃告で は 人 工 熱 が 都 市洗賃 に 対 し て か な りの 頁献を

し て い る で bl） ろ う と の 推 定 に 止 まっ て い る （河村，

1968）．近 4三人 工 熱 の 発生 巨 は 者 し く紳加 の傾向 に あ

り ， 都 lb の
一
く温 是升 を説明する の に 好都合 で あるが，

発生 し た 熱の 大気へ の 冉 紀分メ愚梶 が腺 丘に な ら ・よ い 限

　
＊

信施大
’
」 教捐学部．

　　　　　　 　　　　　　　
…−200C   4“ l！L「〜ぐ tl ．

　　　　　　 　　　　　　　　 L 〔〕Ol年 ？越2賢1受 至甲
一

　 ◎12C ）OI　　i．1本 気象守 会

り疋 皐畆な浹め 手 と は な り に くい ．

　  に つ い て ，河村 （1　9．　64） は 地孤 而物貰 の 熱伝導率

ん と 単位 体 擢：あ た り の 比 熱 qρ か ’ 牽出 した 1／

（rp 源 ）の 値 を求 め ，そ の 射直緑 の 1μ 態が無風時 の 気温

盆窃 と煎相踟に あ る こ と を指個し た 、一
方 ， 邯 rμを構

成 す る コ ン ク ワー一トな ど が 太陽熱 を 旗 熱す る 幼 果に

よ っ て ， 夜 l ！に 地表面物 曜力熱源 と作用 す る と考え ら

れ て し た が ，コ ン ク リ　一一i’と土壌の よ う な都巾 と郊外

を代表 1
冖
る物質の 暫 執 に 関 す る 物理特骨 に は 大 きなi

「

昊 は な い とす る指摘　（Oke ，198］．）カ b る．

　  に つ い て v．k，　 Oke （．1981）や Park （1987）が 欧米

や 1−1　ntな ど の 瀦 1鼎∫に お け る 調査 1こ よ リ ヒー トア イ ラ

ン ↑強π の i又 大値 と 尺 ⊥ f≦に i，い 臼の 相関 が あ る こ と

を f し た   に つ い て は ， 高橋 ほ か （1981）が 大竡 市

内外 の 姓築物構逢別，ll級別特徴や そ の 他の 土地利用

を 訓査 し， こ れ を も と に Lettau （／969）の プi法 を用 い

て ラ フ ネ ス ノ ラ メ ー
タ
ー

を錦嵩 し，メ ッ シ ュ マ ッ プ を

作成 した ．そ し て， こ の 筈拒線 の 形 態 が，最 而 気温鴿

現時頃 よ り取 低気温繍現 冂 の 気拙L分布の 形態 と類似す

る と迹 べ て い る ．

　 しか し な カ　 ， そ れ ぞ れ の成因 が ヒ ートア イ ラ ン ド

に ど の if渡 詳 丿す る か の 窒 み付け に つ い て は，ま だ よ

くル か 一て い な い ．こ れ は ピー．トア イ ラ ン ド現象 が 復

合的な成囚か ら 月／ 戊さ れ ， そ れ 　が複雑 t．．絡み合 っ て

20〔｝ユ壬1・5ffI 1．r，
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306 郡市表画力 ．） O 頑 1供給 と 諦 大
一
ての 洗 「∵が r鯉 1ヒートア イラ ン ド形成 、一与 え る影響のbtl　！k
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　　　 ll｝　r，　 Zu ：height　 o 「
．hピ breti．1〈 dエ

．
，WI ／

　　　 h ｝er 　by　heat．ing　ill　c ギ e ｛｝f　（a 〕，α ：　∫1e

　　　 rate 〔＞f　 vertical 　 incre「1　e　 h1　 Pote1而 J

　　　 tempel
．
ature ，γ ld1．y　 ndi

「
ibatic 　 lapse

　　　 ra 亡e＞．

H

い る た め に よ る．甼」外観測 で は，た と え ば建物の 有在、

］体 は
一
般 に   か ら   の す べ て の 戊因 二関係す る の

で 們 ”
の 成「K：1を．孤立化 ＿せ て 解析 ダる ，1 と ｝ 唯 し い ．

　
一

广　 ヒ
ー

トア イ ラ ン ドの tL「坦 の ・T．1度 と 都市 を収 り

巻 くズ 象．冨素 と の 関係 を鱗明 し よ う と す る試み カ あ

る．Sundb ⊂）rg （195〔｝）は ス ウ ェ
ー

ブン の ウ ノ 1一
ラ 市 に

お い て ， 夜間に お U ！ 都 「「1と郊外の 気温差を
．‘

丈 と，［r

速 に 結び つ け る 丑回帰モ デ ル を 作 り， ［i デ ル 了測値 と

観測値 に は 0．66の 相閃が あ る と眼告 して い る． ロ ン ド

ン に ♂ い て も Chandler （1965）が に1似 な結果 を 示 し て

い る　 い ず れ も，風速 と ．、　 b 攸 旨
1．・一トア イ ラ ン ド

の 」」現 のili　IVを 蜘 明 す る最 もゴ x 旗因予 と して い る．

　 こ の 気穿囚子 との 1艾即 り に 、い て ヒ
ー

ト） イ フ ン ド

形 成の 理 酌的 考察 を初 め て 行 っ た の は，Surnn／ef　s

og65）で あ る．彼は　1
’
　，｛外割 〆 地 ）乙隆 し．

』
1 閃 …し，κ

だ し γ は 7‘　Li断熟減
Le
　 π は温イ

「
：ク」、IL）が 牛 じ，そ の

　気 刀 都市1こ 進 ひ L つ れ て ，都市表懸 か ら供給さ 礼 る

顕熱 に よ り徐 々 に Fの 方 か ら逆 転ljS
’
解消 さ れ， ヒ

・．

トァ イラ ン ドが ！i彡成 さ れ る ：L ノ ル 之開 発 1ノ た し朽 1 図

b）．

　茎本的な仮元 と し て t 一
トア イ ラ ン ド 泪 象が生 じ る

と き に は郊外 て 佞地逆転が生 じて お り．都 市斌 で 4・SiLi

度 Z トま で 寺温位の 鉛蒿 プ ロ フ ァ
・イル に な っ て L・る．風

よ，対 数分布 をして い る の で はな く，郊 外 で は び r

しも十 1必 と な っ て （b は比例定数 ，
Z は高さ），蕎随 で

｝r 肖度 濫 曳 ごぱ 等 しい 風遮 （‘∫；銚
．L ろ島 ，12）と した．

　顕熱は 先 の 戊囚   〜   ｝こ よ り直接 的お よ び団樋 勺

，1 もた ら さ れ る も の と 考 え られ る．彼 の モ デ ル で は

ヒ ートア イ ラ ン ドの 出現 の 程度を示 す 都 lij「†r−t　ISと 羅

1薫の 隊辺部 に お ける気温差 △ 筑一
， は

・ T
，，
一

・

一〔襟 广 （1）

　 で 与 え られ る ．こ こ で ，H は 大気 を暖 め る の 1 層用

した顕 懐 フ ラ ッ ク ス，x ぱ都市中．央耶 と都市の 周辺譌

の 犀1爵，α ほ郊 外 に お け る 温位勾配，rtpは 二気 の 短圧比

熱，ρ は 空気の 密度，ひ は郊外の風速 ノf示 す ．

　 こ の モ デル を実際 の 都市 に 適用す る 易 合 の 難点 は ，

ii の 窺漉 資料が
．
十分 に な い こ と で あ っ た ．そ こ で ， 彼

は郊外 の 大 虱 が都 Il∫を横切 る 騨　都巾 中．
央部 に 向う に

つ れ て
一
定 の 刮合で ∫H’が 増加す る場森と都市内の ど

の 地 点で も 7fが ［司じ とす る場合を恢討 し た．そ の 結

果， ど ち らの 垢 今 も，（］）式 は 次 の よ う に な っ た ．

△乳、 、
．oc 　vfiif／σ （2）

　
一・

プi，Oke 　and 　M ほxwell （1975）は あ る豆d支風 が夢（

く と，都市亅菰に 存在 ¢ る 娃物 の 凹凸 で 引 き 赴 こ さ れ る

大 虱 の筏械的混合に よ り， 郊外で 牛 じ た 逆転1冒が 破壌

さ れ ，大気 の ポ テ ン シ ャ ル エ ネ ル ギ ー
の 再湿置に よ り

ヒ
ー

トア イ ラ ン ドが 生 じ る ．と もあ る と述 べ て い る

（第 1図 ¢ ）．こ れ は 先に示 し た成囚   で あ る、こ の考

え に 基 づ い た ヒ ートア イ ラ ン ド形成 の 堙論的 考察 を田

宮 ・大 山 （1981＞が行 い
， 都市内外の 気混 プ

』
ム端 一、 は

α に 比 例す る こ と を示 し た ．

　 こ の ：［ アル の鉛直温度分布で は 2倍の高［f2Z，箕で

与温仕に ／4
’
っ て い る の が 特徴で あ る．こ σ）場合抄拌さ

れ た 酒 の
’
ド半分 は 7i一温 し，　 ［t半分 ｝よ隆温．

ヒ
する．そ の 祷

果 ヒ ートア イ ラ ン ドが生 じ る．

　 こ の 2 つ の モ デ ル ｝．．．づ い て 墓本 的な前批 に な っ て い

る こ と け　娼外 に お け る 接地逆転層の 存在で あ る． こ

れ tLつ い て ，郊外 で 接地逆転が 生 じ る と き に ヒ ートア

イ ラ ン ド も生 じ る と い うい くつ か の 袵告 （た と え 薬，

［．日宮
。
J岡 麋 G974））が あ り，妥当 な仮定で あ る と い 身

ユε
“
天 気

”
・18．5．
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都 市 入 面 か らの 顕熱供給 と都甫 大 気の 認 今が 夜間 ヒ…トア イ ラ ン ド1彡成 に 与 え るSr」 ・の 比較 307

る．

　 しか し な が ら両者の モ デル は現 象を理 解す る た め に

単純化 し t 上記 に 示す近似が あ り，ノ
・際 に は 両 者の

e ’

甚 をう け て ヒ ートア イ ラ ン ドが 形成 さ れ る も の と 考 え

られ る．

　 ヒ
ー

トア イ ラ ン ドの 成因 に，  〜  に よ る
圃
トか ら の

加熱 と戊因   の 都市大気 の機械的混合 の ど ち らが よ

り効 い て い るか は，都市内外の 気灘 r 直 プ ロ フ ァ イル

を調 べ れ ばわ か りそ うで あるが 実は よ く分 か っ て い な

い ．

　 こ の 種 の 研究 に 必要 な 係留気球 や ヘ リ コ プ タ ー
の 観

測 は多額 な費胴 と入手 が 必要なた め ，観測結垰 に 某 つ

く多 くの 検 討 は な い ．そ の た め 気温 の 釶 ばプ ロ フ ァ イ

ル に聞す る 研究 は少 な い ．

　本論で は，都市大気が機械的 に 洗合 さ れ る こ と に よ

る   の ヒ 引 ・ア イ ラ ン ドの成因 と，  〜  の都ぽ」表

面 か ら生 じ る顕熱に よ る成因を比較 し，ヒー トア イ ラ

ン ドの 成因の 重 み 付 け を 行 う．比較 の 力法 は，α お よ

び ぜπ7万 な ど の 気象 バ ラ メ
…タ…

の ヒ
ー

トア イ ラ ン

ド強度 と の 相関係数 を比較す る ブ」法 （田 耳・大 山，1981）

と風速の増加に対す る ヒー トア イ ラ ン ド強度 の 変化 を

比 べ る 方法 の 2 つ で あ る．

　前者の 方法で は ， 前述の よ う に ヒ ートア イ ラ ン ド強

度 が α よ り、

／諏 アと相関が 高 い な ら ば，下 か ら の 加熱

の 影響が 大き い と 判断 で き る．後者の 方法 で あ る風 と

の 関係に つ い て は， ヒ t一トア イ ラ ン ド形戊 に 加熱の 影

響が 大 き い ならば， 風 が弱 い ほ どピ ー 1・ア イ ラ ン ド強

度は大 き く な る で あ ろ う し，機槭的混 合の vl ≡が 大 き

い な らば，風速 が 小 さ い と き に は 混合 は起 こ りに くい

の で．む しろ ヒー トア イ ラ ン ドは 生 じ に くい と考え る．

　 2 ．データ と解析方法

　研究剰象 と した 都市は 長聾県小布加町 で あ る．小布

施 町 に 関す る説明 や ヒ ートア イ ラ ン ドの 特徴 は 前報

（榊原， L999）に詳し い ．こ こで は，使用 し た x 像 デー

タ と 気象 パ ラ メ
ー

タ
ー

の 算隅方法 に つ い て 述 べ る 儲

ユ表）．こ こで使用 したデータ は ，

　（U）長野県勧 1三公害研 究所 の 測定 に よ る 大峰rjl頂 （湾

2 図 の 斷印） に お け る 気温

　（b）長野 地方気象台 （第 2 図の tt
：屯
印）に ‡） ごラ

．
る凧込

　（C）榊原 （エ999＞の 長野 県小冶f施 町
．
に お 1ナる ヒ

ー
トア

イ ラ ン ドの調査結果の う ち，ω の観測が あ り，夜閥の

a の 値 が マ イ ナ ス に な っ た 5 例を除 く9dL亅の 気温分 イ｝了

か ら求 め た ヒー トア イ ラ ン ド強度 と そ の と きσ）郊外の

凝
集 2 閃 Index　maP 　of ・ resenrch 　nrea

　　　　 飃 ：Mt．Oomine，　 ；Nagano 　 Local
　　　　 Me 亡eorological 　Observatory （NLMO ＞．

園温 で あ る ．

　（b）　，t つ い て は
’li
地域の 代表的風速，（H）に つ い て は 上

空 の 代表的気温 と仮 疋 し，い ず れ も（c）の観測に対応 し

た 目時の もの で あ る．ま ナ，これ らの 地点は 既存 の 常

時観測．L、iiと して 最 も小布施跏
7
近 い 、小布施 町 に は 話

時貳 象観測点は な い が ， 1997年 7月 ］．日か ら 7 月30H

ま で 小面施 駅而東 500m の 哘 街地 に お い て ，長野県衛

上公告研尤所が 移動観測車に よ る毎晦 の定点観測 を実

施 し て い た ．そ の 測定値 と長野地方 xC 象台 の 風速 に 相

関 （r ＝0．56（））カ ロ忍め 　れ る こ とか ら 小布駁巨田丁の 代表

風連 と仮定す る こ と は間違 い と は い えな い と考 え る．

（〔］）a）観測 は，観測 開始 H．iに 降水が な く晴れ 間が僅か で

も見え る 口の 21閏祕後 に育 っ た ．

　 ヒ
ー

トア イ ラ ン ド強皮 △ 辺M
、は，郊外で最 も威 温 が

低 い 値 箸 と都市で最 も気温 が 高 い 値 Tuの ∠ ：

△
’
1
’
1， ． 　 71，

一一1｝ （3）

と し た．

　逆転后 の 高 さ 濱は，胤野 ほ か （1988） の札幌市 に 冨

け る氤畄 戚 球壱使 っ た 再接測定の結果 か ら，そ の 平均

値 90．6m を採用 し た．名 の 佃 は α の 値 を筆 当す る に

は ｝要で あ る が ，今目 の 研究 で 用 い る α お よび vE ア万

な ど の 気象パ ラ メーターと ヒー
トアイ

’
ラ ン ド弧度 の 相

関イィ数 の 算 出 に は ほ とん ど影郷な い ．ち な み に ， Z の 値

を90．6±5（｝m と し て相関孫数 を求め た が い ず れ もほ

ぼ 同 じ値 で あ っ ノe 、

　上空 の姉
；
Toは ， 先 に述 べ た 大峰山頂 の観測値で あ

2001 年 5 月 17
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1」

る．大蜂山 の 翫測 は 1時 闇毎 ／謝の で ，こ れ か ら移動観、

測中央 の 時刻 に お
．
け 剤 禧｛を推定 した ．た と ズ ば，綴測

」1「央の 日寺亥i］カx
’
2〔坦寺5Gタ｝な ら．ば20H寺と21i亅寺o）問の 女鳶II［1！bi’

直 線的 に 変 化 した と し て 内挿 し
．
た．

　　孛温イ皇広丿酉己aOJ ）算 ttYi　l．まJ蝋 1丶
’

ll．こ ♪∫
．k’　−9

−．溺1．畴（ほ カ、（1998） と

同じ方法 で あ る．

α
　一

（ア：，

一
　気．

．
イ　γん）〆渚 （4）

こ ．こで ，γ を 乾燥断熱減率，Tnを大峰 山頂 の 気温，セ
．
；．

を郊外の 地 ．ヒ気温 ，
h を両地点の 高度差 と し ，

　ZIを逆転

囀．i．二端の高
．
さ とす る．．乾燥断熱減率 γ は 0． 0986℃ 伽

で あ る （第 1 図 a ）．

雲8 “
天 気．

” 48，5．
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第 3 図

j

b

n＝94

The 　relationshil 丿 betweel〕 ［ieat 　1sland
intensity△ Tu 　r　and 　the　wiE 壅⊂1　speed 　U ．

鸛

　ち な み に 1997年 1 月 13日 の 観測で ，郊外 で 最 も低 い

気温 を 示 し た 地点の標高は 329，4m ，大峰山 の 高度 は

828．2　rn で あ り，そ の差 ltは 崕98．9m と な る，

第 2 衷 Relntions．h｛P ［｝elween 　 hea毛 is［a τ1d

　　　 三nterlsity 　 alld 　 willd 　 sPee 匸い Tamiya
　　　 and 　ohyama （1981），

榊 Sakal｛ibartし et

　　　 α」，G998），
詫糠 Kayane （196の，

＊ ＊ ＊ ＊

　 　 　 （）ke 　（1976 ）．

都 布

く小 許i施町 ＞

96　Sep．91　0ct

〈筑 波学圏都 市牢〉

大 曽根 　　フ8　JUi−79　Feb
柴ケ〔翼　　　　

’
JB　Ju 」一・1臼　i「eb

並 木 　　　　
一
／9　」“亅・・79　Feb

＜無野市 ＊ ＊＞

95　Sep．尸Nov　＆　96　Jur1・・Deo

＜東京都一＊＊＊＞
Jan ＆卜eb 　1932 −T937

〈バ ンク
…バ ー一＊＊＊＊＞

1972 ．丁975

△ Tu…rの 傾 向

2町

’
s 飼近 で 攘 大

1断 s付近 で 最大

11醇s 付 近 で最 大

1−2m！s付 近 で 最 大

勘1遮付近 で 最大

レ 2耐 s付 近で 最大

鯒 ／sイ寸近 で 最大

　 3 ．風速 と 匕一
トア イラ ン ド強度

　第 3 図 は 夜間 94回 の 観測 資料 に よ る 風速 と ヒ ートア

イ ラ ン ド強度 △ 筑 ，の散布図 で あ る．t 一 トア イ ラ ン

ド強度 は風 が強 くな る と 小 さ くな る と考 え られ て い る

（た と え ば ， 水越 ・山 ド， 1985）が，図 か ら分 か る よう

に，風 が 強 くな っ て も △ 71、、．は単純に小さ く な る の で

な く，風速 2m 冷 の付近 で △ 7二、−r は最大 に な る．い い

か える と，最弱風時よ り もむ し ろ あ る程度風が 吹い て

い た 時 の 方が ヒ ートア イ ラ ン ド強度 は 大 き い 、こ の こ

と は ヒー
トア ・イラ ン ド の形成 は都市表而か ら の加熱に

よ る 成因だ け で は 説明 で きず，都市大気 の 機械的混含

の 影響が あ る こ と を示 唆す る．

　第 2 表 は こ れ まで の 関連す る報告 の
一・

部 を ま とめ た

も の で あ る．い ずれ の都市で も，i〜2　m ／s の 風速時 に

風速 に 対す る ヒー
トア イ ラ ン ド強度の最大値は大 き く

な る．同様な こ と は Oke （1973）が 示 し た カ ナ ダの ユ0

都市 中 9 都市に お け る関係で も認め ら れ る．

　 こ の 点 に 関 し て Oke （1976） は 注 ｝．ヨす べ き指舗 を

行 っ て い る．モ ン ト リオ ール で も大ま か に は風速 が 大

き くな る と △ 端 一．r は 小 さ くな る が，風速が 1nゾS 以 下

に お け る △ fr
．
一．

，は む しろ 小 さ くな っ て い た．こ の 理 幽

と し て，彼は こ の風速 ｝m ／s 以下で は都市 と郊外 の 温

度差 に 基 づ く風 が 発 生 し微風時 の ヒ・．一トア でラ ン ドが

ま れ に な る こ と ， そ し て そ こ ま で風速計の 測定精度が

得 ら れ な い こ と を述 べ て い る ．しか し，今囘 の 観測 で

は 2m ／s 以 下 の 観測値 が 多 くあ り， こ の 風速 を境 に

△了し、．が 小 さ く な っ て い た の で ，上 記 の 2 つ の説明 は

b

岬

些
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尋
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第 4 区l　The 　 relati （冫nship 　bet／− reen 　hc｝at 　island
　　　 j［lteTlsit．y △气

’
u 　r　alld 　the　rate ⊂｝f　 verti −

　　　 cal 　iuCrease　iD　Pり terltia】仁emperature α

　　　 in　t｝le　b （）Undary 王a ｝
・er ．

当 て は ま ら な い ．

　 4．郊外の 逆転強度 と夜間 ヒー
トア イラ ン ド強度

　第 4 図は今圓用 い た全観測 資料に お け る ヒ ートァ イ

ラ ン ド強度 △ 耽 ．， と α の 関係を 示 し た もの で あ る．図

か ら分 か る よ う に ，面者に は 非常 に よ い 正 の 相関が 見

ら れ る．．’if，△ 7し一r と V
．
屍7σ の 関係

’．
ζ淫Eの 業目関が 見

ら れ た が ，相 関係 数 は ev の 場 合 よ り は る か に 小 さ い

（第 5 図）．

　 こ の よ う な 方法 で 得た α と V
’
” ／

’tノの △ Tu−；．に 対 す

る相関係数及 び結果 を第 3 衷 に 示す．表 か ら分 か る よ

う に ，全般的 に は a と 〜恆7びの ど れ も正 の 絹関は 見 ら

れ る もの の ，柑関係数 は cr の 方 が ぜ評
．
♂7よ り遙 か に 大

き い ．こ の こ とは 田 宮 ・大山 （1981） の 大 曽根 ・竹 園
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二
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コ

m

〕
「1

：t”，・・a「llgll

＠．目 　   ．2
凧

1 ．
　 　 　 　 　 　 　 1

ニ ー」
　 　 　   ．3　 　 　 　 　 翻．di

鐸」5 図　　Thc 　 re 正at ［c）nship 　between 　heat　is［alld

　　　 illtensil｝ △TU −
r　alld 〆α ／正」，

　A−・
−
3 表　　¢ orrelation 　c （）efficiel ユt　between　α 　or

　　　　 、
〆

し1U　and 　heat　i、Iancl　intellsity

　　　　 △Tu ｝
．．　 Tamiyaarld し）hyrma （198D ，

　　　　　　Sakakibara 　e！al ．　（1998冫．

対 臨 す るパ ラ メータ　　　　　 α 　　　 厠

役撰　　　　　　　　　　 攪拌 　　　　知 熱

く小 布施 町 〉　 　 サ ン プル 数＝糾
96Sep −9ア 6ct．　 　 　 　 　 　  ．75　 　 　 　 a．羽

く筑波学園 都市＊〉 サ ン プル 数頭 a
穴 曽根　IB　Juト 79　Feb　　　 O．11　　　　 0．3s
竹 園　　　　7臨　Jul−一了9　Feb　　　　　　　｛｝．ア4　　　　　　　　0．31
並 竚こ　　　7B　Jui一了9　Feb　　　　　　　O．73　　　　　　　  ．7B

〈長 野箪 聯 〉　　 サ ン プル 数誘 3
95Sep −・Nov 鼠 96　 Jun−Oec　　 ■．18　 　 　　 軽．42

地区，さ ら に榊鳳 ば か （ユ9略 〉の 長野市 に お け る結ノ
・

と
．一

致 す る．

　 5 ．おわ りに

　以 上 述 べ て き た結果，中小 の都声 で は ， 都市大気 の

混会 に よ る成因 の 方が 下 か ρ の 加 黙
’
1 りも便 聞 ヒ

ー
ト

ア イ ラ ン ド形戊に大 き な 影 、．．／を与 ノ．て い ひ 恥 L評 が 示

唆 さ れ た．

　 し か し な が ら，こ の L とが 正 し し と す る に は 今 回採

用 し た モ デル の 仮定が 成 りi
」
ぴ 　 小布施町 に お ける 郊

外 の 風速 を長且L
・
地方気 象台 の 騨 Il！値 で 代用

．
き る と し

た前提に 立 っ て い る．た と え ば α の 値 の 紺定 値 は，逆

転層 の 両 さ 」： り両 い と こ ろ で は 温位勾
「
｝］が O，す ts　t．，

t’乾煤断熟減率 で 高 一に 伴 い 威汽 が
一
トが り、そ れ よ り

低 い と こ ろ で は地一Lか ら逆転 lLL 端 よで 正り泉的 に 気温

が 変化 す る こ と，通転層一．ヒ輪 の Iri さ カ
’
僚．．・

疋 と仮定

したが ，鉛直方向の 詳 しい
‘
』報力 仔 られ なけれ ば，今

囘 の 拍論 の 妥当性 1『 確認 で き な い ．

　 上た ，今 回 の 方法 で は 大者「1「fの ヒ ー一
トフ ！ラ ン ドの

成因 を推論す る こ と は雌 しい だ ろ う，大都京 の サ．イ ズ

が 大 き い の で ，都市吊 が 晴 れ て い て も郊外 ｝短 ．っ て い

るな ど都市 と郊外 力 同
一一・

の 丸 象状況 力 保 ，正さ れ な い

と も あ り，都廓 と郊外の 式温 广が
膕
算1琶に都 市効朱 し よ

る もの と決 め られない か らで ある．い づれ、こせ よ，都

市内外に お い て同時 に fP 肅 lirl
｛

、や風 速 の 鉛 直観測 が 必

要 で あ る．
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「
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　　　　　　　　 参 考 文 献

C｝
．
lan ｛11er，　 T ．　j．，　IS65 ：Thn 　Clim　de 　 o ∫t．ondoi ’i，　 Hut．

　 chb ／soll 　of 　London ，2玉9PP，

（　1］T／ctt 　．へ，　and 、〉、　Bachs　l965 ：A ［紅 cs 藍．至11／臼毛ion　of 　the

　 raiiO 　 of 　artificial 　heat　generati 〔〕n　10　t］
・
1れlral　 radia −

　tiQn　heat重n 　Sheffield，　Mon ．“，ica ．　Rov ．，93，　is6il−li8σ

湖村 　式　1964 ：熊谷 i［iの 〜罰≦
’
ffゴ温 度 の 戊 囚 に β●1す る　．，

　 三 の X・察，地理 ， 肝 論，37，560−565．
やユ↑．i　I弋，　1968 ：音1≦硅了灸輔英

・一・tと く に hcat　is王and に 関
一9
’

　 る研究 を中心 と し て〜，気 象 研究 ノ
…．

ト，（98），142．

　 i57．

椎根　　　王960 ： 夬 喰 と そ の 周辺 地 域 に お け る 日取 低 気

　Iu　y｝　・｛liの 都 Ii∫気候学 灼 皆察，地 理 学評 論，33．56・1 ∂ g2，．

LetヒaLI，上　　1969 ：Note 〔っn　 aer 〔） dyn ‘anilc　 r く）ughness

　par
「
Une ｛er 　est ｛rTLEItiorl　OTI　ihe 　basiS　O ∫　1

’
廴｝ugh 「〕eSS

　 elemellt 　 clescription ，　J、　Ap王）1．　Metevr．，8 ，828．83Z．

水趣 允 1 ，山 ド脩 二 ，198ポ 気候 学 入門，古 今 謁院，ユ44

　 PPOke

，　T ．　R、，1973 ：C 亘｝ gize 　and 　the 　urban 　heaしislan（1，

　AtinO．s．　Environ，，7，769779 ，

（i
！ge，　T ，　R ．，1976 ：Thc 　distinctlon　hctw（en 　canQpy 　and

　b〔｝undary
−layer　 urban 　 heat　 islands，　 At．m エ

．
）sphere ，

　 14，268．−z77．

Oke ，　T ，　R ・・198／ ：Canyon 　geometry 　and 　thc 　urban

　王「 eat 　island：co 「11．Pal
’is〔，n 　of 　scale 　 model 　 and 　fie工d

　observat1 〔♪n ，　J．　cHnlat 〔，L，　1、237−254．
Oke ，

厂
「．　R ，　and 　G ．B．　Maxwel ］，　1975 ：Url〕an 　hcat

　｛sland 　di，naTTlic
’
　ill　rr〔，1ユ疋reai 　and 　／

「
airCQuver ，

　11Xtl／los ．　Environ．，9，19王 200．

Park ，　H 、，！987：Va τia巨ons 　in　i．he　 urban 　heat 軸k土11d

　illtellsitY　affectcd 　by　geographical　en 、／ironτnents ，

　E エユviron ，　 Res，　 Cent．　 Pap ．，（11），1．−79．

20 “
丿く気

”
　48 ．　5．

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

都市表面 か らの 顕熱供給 と都市大気の 混合 が 夜聞 ピー．トア イ ラ ン ド形 成 に 与 え．る影 響の 比 較

榊原保志，1999 ：長野 県小布施 町 に お け る ヒ …．トア イ ラ

　 ン ド強 度 と郊 外 の．土地被磴 との 関係 ，天 気，46，567

　 575．

榊原保志，田 中　忍，伊藤由香，1998 ：長野 市 に お け る

　夜 間 ヒ ー
トア イ ラ ン ド強度 に 対 す る風 速 と 接地 逆 転 の

　強 さ の 関係，天 気，45，1】．9126．
Summers ，　P ．　W ．、19　651An 　urban 　heat．　island　modei ；

　its　role　in　air　p〔，llut．ion　problelns ，
　w 呈しh　applications

　to　 Palontreal
，
　 Paper 　presented　t（｝

“F三rst 　C 乏madiaE 、

　Confer辞nce 　Oll　ts・’licrorneteor（）1〔〕gy
”
　in　T （＞ronto ．12．’

　14April ，32PP．

Sundb（⊃rg ，　 A．，1950：Local　climatol 〔，gicul　 studies 　 of

　the　temperature 　COnditions 　in　al｝　Urban 　area ，　Tei・・

311

　lus，2 ，222．．1　：12．

高橋 百 之，関 根 　清，岩 田 知 子，小 坂 祐子 ，福脇 左 千江，

　 ！981 ：大 垣 市 の ラ フ ネ ス パ ラ メ ー・夕一
に っ い て，地 理

　 土
｝
艶評言侖，　54，　579．．594．

田 宮兵衛，武藤禎夫，1974 ：住宅団 地 に お い て 夜聞 観 測

　 さ れ る高温域 に つ い て ，気象研．究 ノ
・一

ト，（119），196

　 2〔｝5．

田 宮兵 衛，大山 秀樹，1981：小 集落に 夜問発生 す る ピ ー一

　 トァ イ ラ ン ドの 実態 と成 困 に つ い て，地 理 学 評論 ，54，

　 i．．21．

鵜野伊津志，若 松伸司，植 田 洋願，】988 ：夜間 の 都市境

　界 膊 と大 気 汚 染質 の 動 態 大 気 汚 染学会 誌，23，1a．
，
−

　 ll4、

Compar 互son 　between 　the 毘飽 ct　of 賻 eat 加 9 行om 　Urb 義 n　Su ぬ ce 　and 芝hat　of

　　　　　　Mechanical　Mix 舶 g　of 　Urban　Atmosphere 　to ｝龍 at　Island

YasushE　Sakakib＆ra 零

＊ Facu 妙 qプ E ぬ 覦 加 ’z，　Shinshev 娵 齠 ’写妙，八fagano 　380．．．8544，ノ岬 砌 ．

　　　　　　　 E
’

fnaiX ：，ysakaki ＠ gipwc．shinshtt
−．
〃．砿 ，加

　　　　 （Reoe三ved 丘2　Apr 盲12000 ；Accepted 　27　Februa 恩
層
y　200り

Abstract

　This　paper　presents　the 　discussion　about 　causeg．　of　the　heat　island．　The　data　employed 　in　this　study

were 　air 　tempcratur ¢ disしribullons 　in　and 　kround 　Obuse ［own （Sakakibara ，亅999），
the　mountain

−

top 　temperaturcs ，　and 出 e　wind 　speeds 獣 the　ncar ¢ st　obseF
’
vatory ，　Two 　rnelhods 　werc 　used 　in　order

〔ocompare 山 e　effect 　of 　hea［ing　frorrlし1rban 　 sul
・facc　with 由 at　 o ヂ mechanical 　 mixing 　of 　urban

atm ｛》sphere 　to　heat　island：One　ls　to　compare 　th¢ corrclt 聖tion　c ｛，efficicnt   f　meteorologic と！1 ρarame
一

仁ers 　such 　as 　the 　gradient　of　lhe ＞ertical　pol／entjal　temperature 　over 出 e　sロrround 三ug　r
’
ttral 劭rea α and

芝he　square 　r〔）ot 　of α divicied　by　w ｛nd 　speed ．　The 　 other 　is　t。　co 勝 Pare　thc　changing 　pattcrns　of 　hcaI

lsland　intensity　as　wind 　speed 　increases．　The　resui亡s　sugges 口 ha［ the　me ¢hanjcal癇 xing （＞f　urban

aImosphere 　contributes 　to　nighttime 　heat　island　m （レre 亡hamhe 　heating　from　surfac ¢ in 翻ie　small 　and

I遭 iddlc　 cit沁呂．
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