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Abs臘 ；Ogaki　City　in（）
’
fU　prefeCture　iS　a　medium 　city　10cated　at　North　West血 Nobi 　Pl跏 已．　Field　observation 　in　this　city

has　boen　conduCted 　preVious1》L　howover血 ere 　are 　only 　a　few　observations 　in　recent 　years．］inere　iS　also　no 　data　considmng

the　oo （｝1血g　eff 　cct　of 　water 　channels　although血e　city　has　a　lot　of 　water 　channels ，　Ihe　purpose　of 血ls  h　is　to　clad 取

止e　effeet　of 　water 　 channels 　on 　 surro皿 （img　clirnate　and 血e 即 s  t　oon 畆   of 　h獻 isl  d，　Higher　ternperature　was

observed 血 血e　eenter 　ofthe 　city　at　al　times　compared 　With　the　subu 【ban　paddy　field　area．　Heat　island　was 　qprpeared　clearly

in　the　center 　of 　the　dty　Heat　iSland血terisity　is　latge血 the　day匝me 　and 　hl　the　evenhlg ，　L〔〕w 　t  pe獻 areas　were

observed 　along 血e　water 　channel 　under 　certain　o［mditions ，τhc　mitigation 　and 　the　use 且止less　of 　water 　chalmels 　on 　hot

living叩ace 　were 　Qon画m 岨

Key 　Words ；　Heat　lsland，　Water　channeL 　Field　observadon ，　Ogaki　Cjty

要旨 ：対象地 で あ る岐阜県大垣 市は濃尾 平野の 北 西 に位置す る中ノ亅都市で あ る。この 都市で の 気候観測は 古く

か ら行われ てい るが、近年 行 われ た もの は少 ない。さらに大垣 市は水路が市内に張 り巡らされて い るが、その

周 辺気候 へ の 影響を調べ たもの はない 。本研究で は岐阜県大垣市に お い て 夏季に気候観測を行い、ヒ ートアイ

ラ ン ドの 現 況 と市街地 内水路の 周 辺 気候への 影響 を明 らか に する こ とを 目的 と して い る。観測 の 結果、どの 時

間帯にお い て も市街地中心部で は郊外水田地 域よ り気温 が 高くな っ て お り、ヒ ートア イ ラ ン ドが 出現 して い る

こ と脚 讎 され蔦 ヒ
ートアイ ラ ン ド弓鍍 は 日中と夜間にお い て大きい 。難 の整 っ た水路沿 い で は局所的な

低温 域が確認で きた。こ れ に よ り普段 の 生 活 レ ベ ル で も水 路 の 気温低 減効果が 見 られ る こ とが確認 で き、そ の

有用性が示 され た。

キーワ
ー

ド ： ヒ
ー

トア イ ラ ン ド，水路，気候観測，大垣 市

　　　　　　　　 1 ．は じめに

　岐阜県大垣 市は 濃 尾 平野の 北 西 寄 り に位置す る 人 口

約 16万 人 の 中小 都 市 で あ る。都 心 部 は 大 垣 駅 を 中 心 に

約 3  四方 に 広 が っ て お り、周 囲 は 水 田 に 囲 まれ て い

る。同 市は 平 野 上 に 立地 し比 較的均等な都市構造で あ

るた め 、強 い 季節風 の な い 夏季 に お い て は 気 候 に 局 地

差 を生 む 原因が 存在 し な い
。 そ の た め 市街 地 と周 囲 の

水 田 地 域 との 土 地 利 用 の 違い が 気温 差を生む 可 能性 が

あ り、都市 の 存在 に よ る ヒ
ー トア イ ラ ン ドが 出現す る

こ とが 考 え られ る。
1）ま た 、こ の 地 域 で の 気 候 観 測 は

古 くか ら 関 口 ら Dや 高橋 ら
2）に よ り行 わ れ て お り、そ

の 気 温 分布や家屋密度 との 関係 が 明らか に され て い る。

し か し こ れ らは 約 50 年前 の デ ータ で あ り、現在 の 気 温

分布 を 知 る こ とが で き る もの は ほ とん ど見 当た らない 。
一

方 で 大垣 市 は 水路 が 発 達 し、水 の 都 と し て 有名 な都

市で あ る。市街地の 水路 ・水面 の 都 市気候 へ の 影響 は

設楽 ら
3）
や村川 ら

4）、片 山ら
5）に よ り研究 され て い る が、

大 垣 市 で の 水 路 の 周 辺 気候 へ の 影 響 を 調 べ た も の は な

い 。こ こ で の ヒ
ー

トア イ ラ ン ドの 現 況 と 、市街地 内 水

路 の 影響を知 る こ とは 、同様 の 環境 を 持 つ 都市 に お い

て 快適 な都 市 環 境 計 画 を行 う足 が か りに な る と考 え ら

れ る。そ こ で 本 研 究 で は 岐 阜県 大垣 市に お い て 夏季 に

気候観測を行 い 、ヒ
ートア イ ラ ン ドの 出現状況 と、市

街地 にお け る 水路 の 周 辺 気 候 へ の 影響 を 明 らか にす る

こ と を試 み た。
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写 真 1 観 測 点 D3付 近 の 景観

写真 2　観測点 Al付近 の 景観

　　　　　　　写真 3　定点 Y の 様子

　　　　　　　　 2 ．観測概要

　観測 は 2010 年 8 月 18 目 の 4：00〜22 ：00、定点観測 と

甲．朝〔4 ：00・5：15）、H 中（13：30−14：40）、夜間（21：00−22：00）

の 3同 に つ い て 、徒歩 と 自動 車 に よ る移 動 観 測 を行 っ

た 。天 候 は
一

日を 通 し て 快晴 で あ っ た。観 測 地 点 は、

市 街 地 水 路 沿い 、大 通 り 沿 い 、郊 外 の 住 宅 地、水 田 地

域 、河 川 上 を対象 と し、定 点 観測点 を 2 か所、移動観

測点 を 28 か所 、約 4km メ ッ シ ュ 内 に設 け た。観 測 地

点 の 詳細 を 図 1 に 、水路，郊外，市街 地 の 景観 を 写 真

1〜3 に示 す。図 1 は 主 要な道路、線路 と河川
・
水路等

を表 して お り、観測点 Ai ，　 A2，　 B4 ，　 C3 が郊 外 水 山 地

　　 図 1 観測地 点

図 2　水路沿 い 観測点の 詳細
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域、観測点 B3 ，
　 B5 ，

　 Cl，　 C4 が 河 川 上、観測 点 A3 ，

A4 ，　 A5 ，　 A6 ，　 C6 が郊外 の 住宅地 に位 置 して い る。定

点 X は 水路が 交 わ る 広 場 に 位 置 す る観測点 で あ り、定

点 Y は 中心 市街 地 大通 り沿 い に 位置す る観測点 で あ る。

水 路 沿 い の 観 測 は、図 2 に示 す よ うに 水路際の 道路 レ

ベ ル で 行 い 、水 面 か ら道 路 面 ま で の 高 さの 差 を d と呼

ぶ こ と に す る。

　　　　　　　　　 3 ．結果

3．1定点観測

　 定 点観測結果 を 図 3 に 示 す。観測時間中に 定点 X で

観測 され た最高気 温 は 35．6℃ 、最低気温は 26．4℃ で あ

り、定点 Y で 観 測 され た 最高 気 温 は 37，2℃ 、最低気 温

は 26．5℃ で あ っ た。一
口 を通 して ほ ぼ す べ て の 時 間 で

定点 X で は 定点 Y よ り低 い 気温 が 観測 され た。風 向
・

風 速 に つ い て 、定点 X で の 風 速 は 朝 晩 は 微弱 で あ っ た
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図 3　定点に お け る風 向 ・風 速の 経時変化

　　　　　（2010年 8月 18日 ）
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図 4．12010 年 8月 18 日 （4：40＞

　　　　図 4，22010 年 8 月 18 日 （14：05）
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　　 図 4．32010 年 8 月 18 日 （21：30）

図 4　移動観測結果 に よ る各時間帯 の 気温分布

が、日中に 西南 西 か ら の 連続した 風 が 観測 され た 。 定

点 Y に っ い て は
一

口を 通 して 1m ！s 程 度 の 風 速 が 観測

され た が 風 向 は 安 定 しな い 状 態 で あ っ た．

3．2移 動 観 測

　 早朝、日中、夜間の 移動観測結果を基 に し た 気温分

布図 を 図 4 に 示 す。

　 早朝 の 移 動観測中 に観 測 さ れ た 最 高 気 温 は 27．8℃

（C2）、最低気 温 は 25．0℃ （A1）で あ っ た。郊 外 の 水 Rl地

域で あ る観測 点 Al，　 B4，　 C3 で は 比 較的低 い 気 温 が 観

測 され た が 、同 じ よ うな 水 田 地 域 に あ る A2 で は 例 外

的に 高 い 気温 が 観測 され た。市街地 大通 り沿 い で ある

観測点 C2 ，　 E1 ，　 E4 ，定点 Y で は 比 較的高 い 気 温 が 観

測され た 。早朝、目 中 と比 べ て 全 体的 に 気 温 の 分布 は

一
様 で あ り、温 度傾度も小 さい。風向

・
風速 に つ い て 、

市街地 北 側 で は西 か ら北 西 寄 りの 弱 い 風 が観測 され た

が、そ れ 以 外 は静穏で あ っ た。

　 日中 の 移 動 観 測 中 に 観測 され た 最高気 温 は 38．0℃

（E2）、最低気 温 は 33，9℃（A1 ）で あっ た。郊外 の 水 田 地

域 で あ る観測点 A1 ，　 A2 ，　 C3 と河川 上 の 観測点で あ る

B3 ，　 B5 ，　 C1 で は 比 較的低 い 気 温 が 観測 され 、そ の 周

辺 に は低温域 が広 が っ て い る の が 確認 で きる。高温 域

は 市街 地 中 心 か ら南北 に 広 が っ て い る が、水 路沿 い の

観 測 点 で あ る D5，　 E5 及 び 定点 X 周 辺 に は 低 温 域 が 存

在 し て い る。風 向 ・風 速 に っ い て 、風 向は 観測地域 全

体で 西 南西 か ら西 よ りで あっ た が、建物 が 密集 し て い

る 市街 地 中心 部 に お い て は 風 向 は 安定 し て い な か っ た。

郊 外 の 観測 点 の 多 く で 風 速 2．0〜3．5m ！s 程 度 の 強 い 風

が 観測 され た が、市街 地 で は 若干弱 くな っ て い る 。

　 夜 間 の 移動観測中 に 観測 され た 最高気 温 は 31．3℃

（E1）最低気温 は 26．9CC（C1）で あ っ た。早朝、日 中 と同

様、郊外 の 水 田 地域 に あ る観測点 A1 ，　 A2 ，　 B4 ，　 C3

と河川 上 の 観測点 B3 ，　 B5 ，　 C1 で は 低 い 気 温 が 観測 さ

れ 、そ の 周 辺 は 低温 域 と な っ て い る。高温 域 も 日 中 と

同 様、市街地 か ら南 北 に 広 が っ て い るが 、観測点 D3，

D4，　 E5 ， 定点 X 周 辺 の 水 路 沿 い は 低 温 域 とな っ て い

る。観測時 間 中に 観測 され た 最高気温 と最低気温 の 差

は 、3 圃 の 移動観測 の 中で は 最 も大 き く 4．4℃ で あっ た。

風向 ・風速 に つ い て 、一
部 で 弱 い 風が 観測 されたが 風

向 に ま と ま りは 無 くば らつ い て お り、そ れ 以外 は静穏

で あ っ た。
　 　 　＋タイル〔定点X）　→一水面 〔定点X）　

・e タイル〔定点Y）　
…
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650　　　　　　　　　　じヨナトてドリモト
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　　　 図 5　定点 に お け る 表面 温 度の 経時変 化

　 　 　 　 　 　 　 　 （2010年 8 月 18日）
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　　　　　　　　　　4 ．考察

　 定点観測点で の 表 面 温 度 の 経時変化 を 図 5 に示 す。

こ こ で は 気温 に 最 も大 き な影 響 を 与 え て い る と考 え ら

れ る 、観測機器 の 直 下 （定点 X ：タ イ ル ，定点 Y タ イ ル ）

の 表面温 度及 び、そ の 直近 で 大きな面積を占め て い る

もの （定 点 X ：水 面，定 点 Y ア ス フ ァ ル ト）の 表 面 温 度を

示 して い る。

　図 3 に 示 され て い る よ うに、定 点 X で は ほ ぼ全 て の

時間 で定点 Y よ り低 い 気温 が観測 され て い る。定点 Y

周 辺 は 舗装され た 歩道 と 道路 が 主 な地 表 面 で あ り、そ

の 表面温度も高 い た め周 辺 の 空気 も暖 め られ て い る と

考 え られ る。逆に 定 点 X 周辺 で は 水路 の 水面 が地 表面

の 大 き な割合を 占め て い る。水 路 は 熱容 量 が 大 き い た

め、水 面 の 表 面 温 度 は
一

日を 通 して 上 昇 しに く く、そ

こに 接 して い る 空気 も周 囲 よ り低 温 に な っ て い る 。 定

点 X で は そ の 低 温 に なっ た空気 の 温 度が観測され た も

の と考 え られ る。

　移動観測結果 よ り、早 朝、日中、夜間す べ て の 時間

帯 で 郊 外 の 水 田地 域で は 低 温 域 の 出 現が 確認 で き る。

特 に 市 街 地 西 部 を 流 れ る 杭 瀬 川 以 西 で は広 い 範 囲 で 低

温域と な っ て い る 。
こ こ は 住 宅 も少 な く 主 に 水 田 が 広

が る地域 で あ り、未舗装 の 道路 も多い 。そ の た め 定点

X と 同様、周囲 の 空気 が 熱容量 の 大きな水 田の 水 面 の

影響 を受けた こ とで 低温 に な っ て い た た め 、こ の 地域

で は 広 い 範囲で 低 温 域 が観測 され た と考 え られ る。

　 日 中、夜 間 は 定 点 X ，観 測 点 D2 ，　 D5 ，　 E5 周 辺 の 水

路 沿 い で 周 辺 市街 地 よ り 1℃ 〜2℃ 低 温 と な っ て お り、

水路 の 冷却効果 が 現 れ て い る 。
こ れ は、こ れ ら の 観測

点沿い の 水路の 幅 が 広 く水量 と水面 の 表面積が大きい

た め、こ こ で も水路の 熱容量 の 影響 が 現れやす く、周

囲の 空気 が 冷や され た た め で ある と考 え られ る。逆 に

そ の 他の 水路沿い で 気 温 の 低減効果 が 見 られ な い の は 、

水 路 の 幅 が狹 く十 分 な 熱容 量 を 有 して い な い こ と、あ

る い は 有 し て い た と し て も水 面 と道 路 面 の 高 さの 差 d

が 大きく、観測点まで そ の 影響 が 達 し て い なか っ たた

め で あ る と考 え られ る。

　 こ こ で 、遮蔽物 が 少 な く未舗装 の 地 表面 も多い 郊外

水 田 地 域 と市街 地 中心 部 との 気 温 差 を 見 る こ とで 、ヒ

ー
トア イ ラ ン ド強度 に つ い て 考察す る。

　 早 朝の 気 温 分布をみ る と、水路 の 影響が あ る と 考 え

られ る 水 路 沿 い 以 外 で の 市 街 地 中 心 部 で の 気 温 は 、

27．0℃ 〜27．5℃ 程 度 で あ り最 大 27．6℃ 、郊 外 水 田地 域 で

の 気 温 は 25，0℃ 〜26．0℃ 程度で 最低 25．0℃ で あ っ た。

早 朝 の ヒ ートア イ ラ ン ド強 度 は 少 な く と も LO℃ 以 上

で あ る 。 同様 に 日中の 気 温 分布 をみ る と、市 街 地 中心

部 で の 気温 は 36．5℃〜37，0℃程度 で 最高 38，0℃、郊外

水 田 地 域 で の 気温 は 35．0℃ 以下 で 最低 33，9℃ で あ っ た。

最大 4．1℃ の 気 温 差 が観 測 され 、日 中 の ヒ ートア イ ラ ン

ド強度 が 大きい こ と が確認 で きた。夜 間の 気温分布 よ

り、市街 地 中 心 部の 気 温 は 30，0℃ 以 上 で 最高 31．3℃ 、

郊 外 水 田 地 域 で の 気 温 は 29，0℃ 以 下 で 最 低 27．1℃ で あ

る。最大で 4．0℃ 程 度 の 気 温 差 と な り、夜間の ヒ ートア

イ ラ ン ド強度も大きい こ とが 確 認 で き る。

　 観測範囲の 設 定 に も よ っ て い る が 、郊外 地 域 で は
一

目 を通 して 等温 線 が 閉曲 線 を描 い て い る わ けで は なく、

局所的 な 高温 域や低温 域 が 存在 して い た．し か し どの

時間 帯 に お い て も都市部 で は ヒ ートア イ ラ ン ドが 出現

して い る と考 え られ る。特 に 日中 と夜 間 に お い て は ヒ

ー
トア イ ラ ン ド強度が大 き い こ とが 確認 で き た 。

　　　　　　　　　　5 ．ま とめ

　 岐阜県大垣市 に お い て、ヒ
ー

トア イ ラ ン ドの 現 況 と

水路 の 周辺 気候 へ の 影響を明 らか に す るため、2010 年

夏 季 に 気 候観測 を行 っ た。そ の 結果、早 朝、目中、夜

間の す べ て の 時間帯 に お い て ヒ ー
トア イ ラ ン ドが 出現

して い る と考 え られ 、特 に 日 中 と夜間 は最 大 4．0℃ 程度

の ヒ
ー

トア イ ラ ン ド強 度 が 確 認 で き、早 朝 に 比 べ 強 度

が 大 きい こ と が 確認 で き た
。 市街 地 の 大 き な 水 路 沿 い

の 観測点周 辺 で は、そ の 周囲 の 大通 り沿い の 観測点 よ

り気温 が 低 くな っ て お り、局所的な低 温 域 の 出 現 が 明

らか に な っ た が 、こ こ で は 水 路 の 幅 と水 量 が 大 きい た

め、熱容 量 の 大 き な 水体の 影響 が 現れ た もの と考 え ら

れ る。今回 の 水 路 沿 い の 観測 は 道路 レ ベ ル で 行 っ た が、

こ れ は普 段 人 々 が 生 活 し て い る レ ベ ル で あ り、こ れ ら

の 観測点付近 で の 低 温 域 の 出現 は 水路 の 気温 低減効 果

の 有用性 を示 すもの で ある。し か し 同時 に、水路幅 が

狭 い 水路や 、水 面 と道路面の 高 さの 差 が 大きな水路 で

は 目立 っ た 気 温 低減効果 は 確認 で きなか っ た。こ れは

水体が 十 分な熱容量 を 有 して い な い 、あ る い は有して

い た とし て も観測点まで そ の 影響が達 して い なか っ た

た め で あ る と 考 え られ る。今後 は どの 程 度 の 幅 や 距 離

が 有効 で あ る か を検討す る 必 要 が あ る。
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