
Meteorological Society of Japan

NII-Electronic Library Service

Meteorologioal 　Sooiety 　 of 　Japan

新用語解説≡ ≡ ≡ 」092J ．1093304 （都市計画　風通 し ；海風 ）

風の 道

　 1 ．「風の 道」 とは

　「風 の 道」 と は ドイ ツ の シ ュ ツ ッ トガ ル ト市 の 都市

計 画 で 採 用 さ れ ， 注 目 を集 め た概念で あ る． ドイ ツ の

都市で は都市気候の専門家が 「ク リマ ア トラ ス （都市

環 境気候 図）」 と呼 ばれ る 気候 の 分析や提 言 を ま とめ

た 図 を作成 し （ドイ ツエ 業協会 2004）1 こ れ に 基づ く

都市計画が試み ら れ て き て い る．本稿の テ ーマ で ある

「風 の 道 」も こ の ク リマ ア トラ ス 上 の
一

要 素 とし て 位

置 づ け られ て い る．

　 ドイ ツ を代表す る 自動車産業 の 中心 地 で ある シ ュ

ツ ッ トガ ル ト市は ， 産業発展 と そ れ に伴 う都市の 発展

に よ り大 気汚染の 問題 が 深刻 と な っ た ．こ の よ うな状

況を 受 けて ，都市計画担当者 と気候学者が協力し ， 市

街地 を取 り囲む丘 陵 か らの 夜 間 に 発生 す る斜面冷気流

を市街地 内部 へ 途切 れ な く導入 さ せ る た め ，ド イ ツ特

有の厳 しい 都市計画制度 を駆使 して ，緑地や建物の再

配置を含 め た都市整備計画 を実施 し， 新鮮で 冷涼 な空

気 の 進入 経路 「風 の道」 を創 り出 し た．そ の 結 果，

シ ュ ツ ッ トガ ル ト市の
一

酸化炭素濃度 は ドイ ツ の 基 準

値を大幅 に下回 り，夏季 の 気温上昇 の 緩和 に も貢献 し

た と さ れ て い る （国土 交通省 2003 参照 ）、

　 Mayer 　et　al ．（1994）に よ り， ［風の 道」の 満た す

べ き 条 件 は 以 下 の よ う に 整 理 さ れ て い る （
一

ノ 瀬

2001）．
・空気力学的な 地表面粗度が 5 　cm 未満で あ る ，
・風 の 道 の 長 さ が 1000m 以上確保 さ れ て い る．

・風 の 道 の 幅が 50m 以 上確保 さ れ て い る．
・建築物の平面形態に関し て は ，

コ ーナ ー部 を滑らか

　 な 形状 とす る．
・風の 道の 内部 に ， 風に対 して 障害物 と な る もの が存

　 在す る 場合，そ の 幅が風 の 道 の 10％未満 で あ る．
・ま た ，そ の 障害物の 高さ も10rl1以下 で あ る．
・
風 の 道 に 沿 っ て 障害物 が 並 ん で い る場合，その 間隔

　 に対 す る高 さ の 比 が 建 築物の 場 合〔〕．1，樹木の 場合

　 0．2を超え て い な い ．

　 2．水平方向の 「風の道」と鉛直方向の 「風 の 道」

　『本国内 に お い て も，深刻化し て い る夏季 の ヒ
ー

ト

ア イ ラ ン ド現 象の緩和 を 目的に ， 「風の 道」が 具体 的

なプ ロ ジ ェ ク トに取 り入れ られ るよ うに な っ て きて い

る （例 えば 品川区 2004参照）．

　こ こ で 留意し て お き た い の は，斜面冷気流 と海風 の

層の 厚み の 違い で ある．シ ュ ツ ッ トガ ル ト市で は ， 周

囲 の 丘陵部 か らの 斜面冷気流 を市街地 に誘 導 して い る

が，そ の 冷気流 の 層 の 厚 み はせ い ぜ い 101n程 度 と い

わ れ て い る．従 っ て，高層建物 の 建設等 に よ り，市街

地内へ の 冷気 の 侵入 が 阻 ま れ る可能性があ る．
…

方 ，

海か ら流入す る海風 の層は 斜面冷気流の 層と比 べ て 格

段に厚み が あり， 海風は高層建物の は る か 上空ま で 吹

き抜け て い る．

　現在，我が 国 で も 「風 の 道 」 に関す る検討 が 数多 く

行わ れ て い る が，そ の多 くは海 （も し くは河川，緑

地）か らの新鮮空気 を地表 レ ベ ル に連 続した オ ープ ン

ス ペ
ー

ス を設 け る こ と に よ っ て 市街 地内 に 導入す る こ

と を意図 し た も の ，す な わ ち 「水平方向 の 風 の 道」 に

関す る もの で あ る．こ れ は，シ ュ ツ ッ トガ ル ト市で採

用 さ れ た 「風 の 道」の 考え方 を そ の ま ま 凵本 の 都市に

応用 し よ うと す る もの で あ る と言え る．しか し こ の 場

合 ，都市 に 流入 し た 気流 は 内陸 に 進 む に つ れ 暖 ま り，

汚染 さ れ て しまうた め，そ の 効果 は遠 くまで 及 ばな い

（第 1 図 a 参照）．こ れ に 対 し て ，建物 の は る か 上 空

ま で 海風 が吹 き抜け る 沿岸都市 に お い て は ， 「鉛直方

向の 風 の 道」 （第 1 図 b 参照） を利用 し て ，上 空 の 新

鮮空気を地表付近に導入す る こ とが 可能 と なれば，都

市域 の 「弱風 域」 や ，　 「水平方 向 の 風 の 道」が適 用 で

きな い 内陸部 な どに お い て も環境改善 が 期待 で きる．

す なわ ち，「風 の 道」 の 概念を もう少 し拡げ て ，鉛直

方向 の 乱流輸 送 の 効果 も含 め た 「風 の 道」 を考 え る こ

とに よ り，都市空間 の 換気 ・通風性能 の 改善が可能 と

な る．

◎ 2009　 H本気象学会

3 ．市街地 の換気 ・ 通風性能を特徴づ ける パ ラ メー
タ

市街地 の 平均 的な風通 しとグ ロ ス 建蔽率 に は明確な
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（b）鉛 直 方 向の 風 の 道 （新 しい コ ン セ プ ト）

第 1図　 2っ の 風 の 道の コ ン セ プ ト．
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た め と考え ら れ る．そ し て ， こ の よ う な市街地で は，

上空 の 新鮮で 冷涼な空気が地表 ま で輸送さ れ る と と も

に，地表付近 で発生す る汚染物質や熱が上空 に 排 出さ

れや す くな る （成田 ほ か 1986） （第 1図 b 参 照）．

　 こ こ で留意 し て お き た い の が，「鉛直方向 の 風 の 道」

に よ っ て ，そ の 市 街 地内 の 風 通 し は 改善 さ れ る も の

の ，上 記 「水平方向の 風 の 道」 と同じ様に，そ こ で 上

空風の持 っ 冷熱や運動量 が 消費 さ れ ， 着 目す る市街地

の 風下側 の 領 域 の 環境 が悪化す る と考 えられ る こ とで

あ る．従 っ て ，海風 に よ り供給 さ れ る貴重 な冷熱 を都

市内の ど の 地域に ど の程度利用し，消費する の が
一

番

公 正 で ， 合理 的で あ る か を よ く考え る必要 が あ る （第

2 図参照）．
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（c）沿岸部か ら冷熱を積極的に利 用す る場 合

い ずれ が、よ り公 正 で 合理的で ある か ？

第 2 図　市街地形態 と海風の 冷熱 の 消費 の さ れ 方．

負の 相関が あ る （久保田 ほ か LtOOO，2002＞．し か し，

既存の 大都市 に お い て グ ロ ス 建蔽率を操作す る こ と は

非常 に 困難 で あ る．一
方，グ ロ ス 建 蔽率 が 同 じ場合 ，

低層建物で 構成さ れ る市街地 よ りも中高層建物で構成

さ れ る市街 地 の 方 が ，地表付近 の 平均 風速 が 大 き くな

る こ と が 知 ら れ て い る （久保 田 ほ か 2000，2002）． こ

れ に関連 し て 注 「1さ れ て い る の が ，建物高さ が バ ラ つ

くこ と に よ る 高 さ 方向 の 建物密度 の 変化 で あ り，義 江

ほ か （2008） に よ り，街地内の 建築物 の 平 均高 さ が 等

しい 場 合，建物高 さの バ ラ ツ キ の 多 い 市街 地 の 方 が ．

地表付近 の 風速が 増加す る こ とが 確認 さ れ て い る． こ

れ は，建物 高 さ に バ ラ ツ キを つ け る こ とに よ り，移流

や 乱 流 拡 散 に よ る 鉛直 方 向 の 運 動 量 輸送 が 活 発 に な る
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