
2018年6月3日(日) 10:00～15:30

熱中症対策シンポジウム
プログラム

10:10～10:50 熱中症とはどのような病気なのか基本の情報や
対策について解説、また、熱中症環境保健マニュアルの紹介
三宅 康史 （帝京大学医学部救急医学講座 教授）

10:00～10:10 開会挨拶

瀧口 博明（環境省環境保健部環境安全課長）

10:50～11:30 職場での熱中症対策の取組みを紹介

加部 勇（株式会社クボタ 古河電気工業株式会社 産業医）

11:30～12:10 新しい熱中症予防コンテンツ等を解説

平田 晃正（名古屋工業大学大学院 教授）

12:10～13:20 休憩

13:20～14:00 熱中症を予防する食事のとり方、
必要な栄養素の摂取方法や調理方法を解説
小川 昭子（株式会社インナービューティー 管理栄養士）

14:00～14:40 スポーツ少年団の熱中症対策の取組みを紹介

栗原 崇（一般社団法人リバーフォルクス 理事）

14:40～15:10 まちなかの暑さ対策ガイドラインについて解説

石丸 泰（一般社団法人環境情報科学センター 事務局長）

15:10～15:30 ヒートアイランド現象等熱環境について解説し、
気温や暑さ指数など気象情報の見方について紹介
村山 貢司（（一財）気象業務支援センター 調査開発業務担当専任主任技師）
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http://www.wbgt.env.go.jp/pdf/envman/full.pdf

Heatstroke STUDY



0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2012 2013 2014 2015 2016
6,7,8,9

2012-16

90

80-89

65-79

24-64

19-23

16-18

13-15

7-12

0-6

27.4% 64.7% 7.8%0.1%

2012-2016

+

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2012-2016

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

+



a. b. c.







0

5

10

15

20

25

30

35

40

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99

HsS2017
30

( )



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

( )

HsS2017
30

( )

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99

HsS2017
30



2016
556

2010
1745

2013
1095

65
80.4%

2015.



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 45 47 48 51 52

13

You 
Tube

2

5

6 10



( )

( ) 13

78

81

7
15

18



2015

DIC

C
JCS 2
H/K

D DIC
DIC

( )

Na
JCS( )

Na

,
(JCS=0( )

OK

)

( ) 2015

C, H, HK, CHKD

DIC



F:Fluid

I Icing

R:Rest

E:Emergency119



ORS(Oral Rehydration Solution)
500~1000ml

300~600ml
1kg 30~50ml/

/
Na ORS 3



HP
http://www.teikyo-hospital.jp/hospital/teikyo_medical/index.html



平成30年度熱中症対策シンポジウム

職場での熱中症対策

労働衛生コンサルタント

株式会社クボタ

古河電気工業株式会社

加部 勇



第13次労働災害防止計画



第13次労働災害防止計画

STOP！熱中症 クールワークキャンペーン

①熱中症予防管理者の選任及び責任体制の
確立

②作業計画の策定等

③設備対策の検討

④休憩場所の確保の検討

⑤服装等の検討

⑥教育研修の実施



熱中症予防管理者

① ＷＢＧＴ（暑さ指数）低減対策の実施状況の確認

② 従業員の暑さへの順化の状況の確認

③ 朝礼時等作業開始前における従業員の体調確認

④ ＷＢＧＴ（暑さ指数）の測定結果による、作業の中
止又は中断の指示

⑤ 職場巡視による、従業員の水分及び塩分の摂取
状況の確認

中央労働災害防止協会HP：http://www.jisha.or.jp/research/report/201503_02.html



スポットバズーカ導入事例



平田裕貴.大阪市大学院 2018

平田裕貴.大阪市大学院 2018



東京都暑熱対策関係助成金制度



（上野、澤田：2010）

室温
34℃
湿度
50％

安衛研；齊藤先生資料より



谷川製作所HP

ＣＢ１の特徴

防護服内にろ過した

清浄空気を送風

冷却効果！

防護服内が陽圧

粉じんの漏れ込を大幅低減！



WBGT35℃の環境下で、皮膚表面温度を確認

清涼感体感試験

送風停止状
態

標準モード 静止 強モード

2 4 6 8 10 12 1
4

1
6
18 20 22 24 26 28 300

約4.4℃
DOWN

約2.6℃
DOWN

清涼感体感試験

サーモグラフィで、皮膚表面温度を確認

送風機OFF
頭部から首部および腕部まで温
度が高い

送風機ON(強モード)
頭部から首部および腕部の温度が
下がる（赤→黄色）



休憩を挟んでの酷暑重作業時の直腸温の変動

許容限界

（澤田,岡,安田ら：2012）

安衛研；齊藤先生資料より

許容限界

休憩を挟んでの酷暑重作業時の心拍数の変動

（澤田,岡,安田ら：2012）



23

ベスト（標準タイプ） チュブタイプ

コンプレッサー

エアー

重松製作所資料提供

24

なぜ冷えるのか？

冷風１０℃
（１５０L/min)

入気３５℃
（０．３Ｍｐａ, 約２５０Ｌ/min)

熱
気

ＶＴ

重松製作所資料提供
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冷風温度と冷風量

入気温度

３５℃

コンプレッサーエア等（0.3Mpa)

入気圧
(Mpa)

冷風温度
（℃）

冷風量

（Ｌ/min)
０．３ １０ １５０

０．４ ７ ２００

０．５ ５ ２５０

条件：入気温度３５℃

重松製作所資料提供

「熱中症予防対策のための
リスクアセスメントマニュアル」より



中災防：高年齢労働者の活躍促進のための安全衛生対策－先進企業の取組事例集－

中災防：高年齢労働者の活躍促進のための安全衛生対策－先進企業の取組事例集－



中災防：高年齢労働者の活躍促進のための安全衛生対策－先進企業の取組事例集－

中災防：高年齢労働者の活躍促進のための安全衛生対策－先進企業の取組事例集－



日経BPHPより

関電工が現場作業の熱中症予
防にウエアラブルIoTセンサー

建災防HP



竹中工務店
大阪労働局 最優秀ポスター賞

竹中工務店 大阪労働局発表資料より



竹中工務店HPより



STOP！熱中症 クールワークキャンペーン

①熱中症予防管理者の選任及び責任体制の
確立

②作業計画の策定等

③設備対策の検討

④休憩場所の確保の検討

⑤服装等の検討

⑥教育研修の実施

熱中症予防管理者

① ＷＢＧＴ（暑さ指数）低減対策の実施状況の確認

② 従業員の暑さへの順化の状況の確認

③ 朝礼時等作業開始前における従業員の体調確認

④ ＷＢＧＴ（暑さ指数）の測定結果による、作業の中
止又は中断の指示

⑤ 職場巡視による、従業員の水分及び塩分の摂取
状況の確認





日時 平成３０年６月３日（日）

平田 晃正

名古屋工業大学大学院

新しい熱中症予防コンテンツ
～計算機と物理で熱中症を考えてみよう～

環境省熱中症対策シンポジウム

名古屋工業大学を中心とした取り組み

本日の内容

小児および高齢者に対する太陽光と外気温を考
慮できる熱中症シミュレータの開発と熱中症に関
する物理・工学面からの考察

暑熱環境下において日本人成人男性モデル，
3歳小児モデルが太陽光を浴びた際の体温上
昇と発汗量の解析

暑熱環境下における日本人成人および高齢者
モデルの体温上昇の解析

目的と内容

新しいコンテンツの紹介（Web上）



■スーパーコンピュータ上で、

人体と実環境を模擬した

仮想空間を再現

■発汗、血流量変化など

体温調整反応および

年齢依存性を考慮した計算法

体温上昇や発汗を計算

日本気象協会

名古屋工業大 東北大学熱中症リスクを評価

■米国では、職業人を対象とした暑熱に対する

安全性規格※1（休憩時間、リスクなどの目安）成人のみを対象、簡易計算

■公衆（一般環境）に対する熱中症リスク評価技術の必要性

※1 ACGIH（米国産業衛生専門家会議） Heat Stress and Strain (2012)

取組の概要

＊ ＊＊ ＊

熱中症ゼロへ® （日本気象協会推進） https://www.netsuzero.jp/selfcheck



入力画面（１）：年代

入力画面（２）：活動レベル



入力画面（３）：現在地

＊ ＊＊ ＊

出力画面（１）：チェック結果
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出力画面（２）：チェック結果

計算の必要性ー小児の事例(1)
子供は通常の熱中症に加えて、特有の「車内放置」が知ら
れている。年間3.5名の死者(1990年以降）†

成人と子供の形態的・機能的な相違†††

子供が車内等の暑熱環境下で熱中症になる††

成人と子供の体重あたりの体表面積の割合の大きさの相違†††

夏場の車内温度上昇 : 15 ~ 25 ℃††

† : 全日本遊技事業協同組合連合会 http://www.zennichiyuren.or.jp/activity/release/child.html など
†† : C. McLaren, J. Null and J. Quinn, Pediatrics, vol.116, pp.109-112, (2005)
††† : O. Baror, Int. J. Sport., vol.1, pp.53-65, (1980)
†††† : K. Tsuzuki-Hayakawa, Japan. Soc. Home. Econ., vol.49, no.4, pp.409-415, (1998)

倫理的に実験を行えない

子供の体温調節機能に関して有用な情報が少ない††††



2つの要因を十分に考慮し、検討した例はほとんどない

暑熱環境下（外気温上昇）

太陽光
熱負荷

コンピュータで解析（仮想的な実験）できないか？

計算の必要性ー小児の事例(2)

総患者数に占める高齢者の割合は約半数

屋外よりも室内で生ずる場合がある。

エアコンをつけないことが直接的な原因か？

加齢に伴う発汗の遅延、発汗率の低下が指摘されている† , ††。

成人と高齢者の形態的・機能的な相違

高齢者は個体差によるばらつきが大きくなる†††

高齢者の体温調節に関して測定事例はあるものの、相違の主
たる要因を明らかにした事例はなかった

† : J. P. Crowe and R. E. Moore, J. Physiol. Vol.236, pp.43P-45P (1974). 
†† : Y. Inoue, M. Shibasaki, J. Applied Physiol. & Occupational Physiol., vol.74, pp.78-84 (1996)
††† : O. Baror, Int. J. Sport., vol.1, pp.53-65, (1980)

計算の必要性ー高齢者の事例(2)



計算機上で再現した人体

日本人成人男性モデル
＊高齢者も同じモデル

3歳小児モデル

各モデル５１の組織・器官
を考慮

各組織に、物理定数（電気
特性、熱特性）を入力

熱調整反応（脳からの指
令）を考慮

† ：情報通信研究機構作成

温熱調整反応は何で決まる？

体温の上昇
皮膚温（平均）
の上昇

脳（視床下部）

発汗量、血液量の調整

暑い外気温、太陽光にさらされる



計算モデルの検証：成人＆5歳児の体温

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0 200 400 600 800 1000 1200

外気温70℃
湿度20%

外気温22℃
湿度20%

時間 [秒]

体
温

上
昇

[o C
]

† : E. Jokinen, I. Valimaki et al,  Pediatrics, 1990.

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0 200 400 600 800 1000 1200

5歳児

成人

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 900 1800 2700 3600 4500 5400

体
温

上
昇

[o C
] ６５歳モデル

２５歳モデル
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† : Dufour et al, Eur. J. Appl. Physiol., 2004
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計算モデルの検証：運動環境
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解析結果

総発汗量の比較
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開
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0
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分

体温上昇の比較（成人男性）

※3 ：榎本ヒカルら "暑熱作業環境下での水分摂取量の違いが人体に及ぼす影響." 労働安全衛生研究 4.1 (2011): 7-13.

測定結果（平均） 398.0 g
解析結果 396.6 g

子供、高齢者、成人の運動環境でヒトの体温、発汗を模擬可能

子供（３歳以上）

体表面積は異なるが、温度上昇に対する脳からの指令はほ
ぼ同じ（特定の年齢層は例外あり）

心臓から送り出される血流量は一定。成人は増加（測定結
果に基づく） †

＊与えられた環境での反応は大きく異なる。

高齢者† †

汗をかき始める皮膚温度上昇閾値を１．５－２．０℃高く設定

子供や高齢者の熱調整機能
の相違（まとめ）

† : E. Jokinen, I. Valimaki et al,  Pediatrics, 1990.
†† : A. Hirata, T. Nomura, I. Laakso, Physiological Measurement, vol.33, pp. N51-N60, 2012
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高齢者の搬送事例は、屋内の場合が少なくない。

温度３７．５℃、湿度６０％

大都市圏における夏の最高温度に相当

湿度は４０－５０％となる。少し高めの室内を想定

太陽光の入射は考えない

高齢者vs成人の温度上昇

65歳相当

体表面温度
[℃]

0分

25歳相当

3歳相当



65歳相当

体表面温度
[℃]

15分

25歳相当

3歳相当

65歳相当

体表面温度
[℃]

30分

25歳相当

3歳相当



65歳相当

体表面温度
[℃]

45分

25歳相当

3歳相当

65歳相当

体表面温度
[℃]

60分

25歳相当

3歳相当



65歳相当

体表面温度
[℃]

75分

25歳相当

3歳相当

65歳相当

体表面温度
[℃]

90分

25歳相当

3歳相当



60分
時間[分]

体
内

深
部

温
度

[℃
]

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

３歳相当

２５歳相当

６５歳相当

体内温度上昇の時間変化

時間[分]

総
発

汗
量

[g
]

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

総水分損失量の時間変化

３歳相当

２５歳相当

６５歳相当



後期高齢者は・・？
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何ができるのであろうか？

環境省・熱中症マニュアルによれば、（１）暑さを避ける
、（２）服装を工夫する、（３）こまめに水分補給、（４）急
に暑くなる日に注意、（５）暑さに備えた体つくり、（６）個
人の条件を考慮、（７）集団活動の場でお互いに配慮

今回の講演で知ってほしいことは、

• 高齢者と成人の感覚のずれ

• 子供の場合には、成人に比べて体温上昇が大きく、発汗量
が多くなる可能性

• 感覚にたよらず、気温、湿度を確認

• 項目（６）（および（３）、（４））を補うコンテンツの開発

熱中症ゼロへ® （日本気象協会推進） https://www.netsuzero.jp/selfcheck





























ＦＣ朱雀



ＦＣ朱雀の概要

•設立 平成１２年（２０００年）
•活動 サッカー
•目的 小中学生のサッカーを通じた育成
•場所 佐野市 秋山川掘米緑地
•小学生 ６７人 ／中学生 ４６人
•運営者 保護者が主体



ＦＣ朱雀の概要２

ＦＣ朱雀の概要３

•実績
•２００４年 栃木県選手権 第３位

•２００５年 栃木県ブロック別フットサル６年生の部で優勝

•２０１３年 バーモントカップフットサル栃木県大会 優勝

•２０１４年 バーモントカップフットサル全国大会ベスト１６



熱中症予防の声かけまでの経緯

•２０１５年夏に、熱中症発症の事案。
•２０１６年３月１０日に公益財団法人日本
サッカー協会から、「熱中症予防のガイド
ライン」が交付される。

•熱中症声かけプロジェクトに賛同する。

Point
1

2
3

立地

対象

指導者



佐野市とは
ポイントその１

佐野市ってどんなとこ？

•ラーメン ・いもフライ ・そば ・まんじゅう

•天明鋳物 ・厄よけ大師

•石灰 ・地質が安定

•佐野プレミアムアウトレット
•ゴルフ ・クリケット

•高速道路の出入り口が３カ所ある
•石井琢郎さん
•ダイヤモンドユカイさん ・ダカーポさん ・河口恭吾さん



佐野市ってどんなとこ？



引用 ２０１８年４月２３日 下野新聞



子供が対象
ポイント２

子どもが対象ってことは？

•汗腺が未発達
•体温の調整が難しい。
•輻射熱の影響を多く受ける。

引用元 東京新聞



指導者構成
ポイント３

どんな人が子どもを見てくれてるの？

•スタッフが１５名のうち、
•１２名が保護者、
•１人が地域の協力者、
•２名が専門家



高い気温
子供が
対象

運営が
保護者

ＦＣ朱雀とは

運がよかった！



大人が理解するところ。

•気温が３０度を越えている環境で、サッ
カーをすることの危険性。

•それによって、得られるものとなにを秤に
かけているのか。

•これまでの成り立ち、関わってきた人たち
の努力、そこで得られた価値・実績

取組の一例
行っている予防策・工夫



私のクラブにあるものはなんだろう？

指導者同士の勉強会

•夏に向けた方針の決定
•熱中症の発症時の対応の確認
•人脈を使ったアイデアの考案
•意見交換



夏時間の設定（サマータイム制度）

•気温が上がる時間にトレーニングを行わな
い。

トレーニングの中断

•トレーニングをしないという決定
•またはサッカーより負荷の少ない競技



スポーツトレーナーの帯同

•専門家による現場の安全評価
•練習前、練習時の予防の実施
•応急処置への備え

用具の見直し

•ＷＢＧＴ計の備付け
•タープ配置の徹底
•ゲスト用のタープも用意する。



運動中の水分補給

•小学生には、スポーツドリンクより、ハイ
ポトニック飲料水の方が相応しいのでは？

•作り方を選手や保護者に教えたり。

ペットボトル容器を使った氷柱作成

•ペットボトル容器を使った氷柱を作り、ト
レーニングの際に持参させる。

•タライに水、洗車用のスポンジ、氷柱を入
れ、熱中症に備える。



噴霧器による啓発

•除草剤を散布する噴霧器を使って、楽しみ
ながら、気温の意識を高める。

サッカー関係者との意見交換

•熱中症予防に効果的なアイデアの交換・
情報の共有

•名刺を使った熱中症予防声かけプロジェク
トの啓発



ファンイベントによる啓発

•保護者とのバーベキューなどを通した、熱
中症予防の声かけ

•催事招致のフライヤーへのプロジェクト賛
同表明

•ホームページでの啓発

支援団体との協働による啓発

•活動の広報を支援
•熱中症予防に効果的な物品の寄付
•協働による子ども達へのワークショップ等



これから
熱中症予防の取組みを
通じて気が付いたこと

栃木県の小学生のスポーツに関する統計



栃木県の小学生のスポーツに関する統計

栃木県の小学生のスポーツに関する統計



実はＦＣ朱雀はよくあるクラブのひとつ

•当たり前のクラブの平均感覚をもとに、
熱中症の安全対策の現場を感じて欲しい。

•妥当な対策を講じている。



誰も事故をおこそうと
思って活動したわけじゃない

安全・安心

面白い・楽しい

成果・結果

安全がなければ、
破綻してしまう



運がよかった。
他人の問題じゃない

熱中症
予防
声かけ
文化へ

議論

実践

評価



文化にまで高まった理由は？

•保護者や地域の協力者だけの智恵では、
変化することはできなかった。

クラブの外側からの助言や支援によって

•クラブにも、選手にも、いいことが起こっ
た。



その智恵、その思いを

•ちょっとだけ、地域のスポーツのために
使ってみてくれませんか。

•育成年代のスポーツ現場は、求めています。



もっともっとスポーツを

安心してみんなのもとへ

ご静聴をありがとうございました。
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「まちなかの暑さ対策ガイドライン」

2018年6月3日 熱中症対策シンポジウム

一般社団法人環境情報科学センター
石丸 泰

環境省
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都市は急速に暑くなっている

気象庁データから作成
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「まちなかの暑さ対策ガイドライン」概要

屋外や半屋外などを対象として、日射を防いで、水・緑・風など
の自然の力を活かして暑さをコントロールする対策手法を紹介

基礎編 第１章 まちなかの暑さと暑熱ストレス ・人が感じる暑さや涼しさ
・暑さと暑熱ストレス 等

第２章 まちなかの暑さ対策 ・暑さ対策のポイント
・暑さ対策の事例
・暑さ対策の効果 等

対策編 第３章 暑さ対策技術 ・１１個の技術の効果、留意事項、
コスト等を各シートに整理

第４章 対策技術選定の際の確認事項等 ・場所の特性と技術の適合性
・設置時、運用時の留意事項
・関係機関との協議・調整 等

技術
情報編

第５章 体感温度の把握 ・体感温度指標
・実測やシミュレーションの方法

第６章 体感温度による対策効果の把握 ・測定手法 等

4

1. まちなかの暑さと涼しさ

2. まちなかの暑さ対策のポイント

3. まちなかの暑さ対策の例

4. 暑さ対策による効果

本日のお話し
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1. まちなかの暑さと涼しさ

2. まちなかの暑さ対策のポイント

3. まちなかの暑さ対策の例

4. 暑さ対策による効果

1.   まちなかの暑さと涼しさ

1．まちなかの暑さと涼しさ

日向の
信号待ち

木陰の
信号待ち

6



日向と木陰の暑さの違い

気温：30℃

7

1．まちなかの暑さと涼しさ

放射熱による影響

体感温度：人が感じる暑さや涼しさ

環境側の４要素

①気温

②湿度

③風

④放射：日射＆輻射熱

人間側の２要素

⑤着衣量

⑥代謝量：運動量

8

1．まちなかの暑さと涼しさ

気温

気温
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1 空気に放熱

気温が高いと放熱しにくい
風が弱いと放熱しにくい

気温が３５℃以上だと受熱

２ まわりのモノに放熱

まわりのモノが熱い（放射が多い）と
放熱しにくい

まわりのモノが３５℃以上だと受熱

３ 汗で放熱
湿度が高いと放熱しにくい
風が弱いと放熱しにくい

水分補給が必要

人の体温調節

1．まちなかの暑さと涼しさ

暑さ指数
（湿球黒球温度:WBGT）

標準有効温度
（SET*）

暑熱環境での労働や運動時
の熱中症の予防措置に用い
られている指標。

環境省熱中症予防サイトで、
「暑さ指数」として全国約840
地点の実況値と予測値を公
表。

屋外での算出方法は、
WBGT＝0.7×湿球温度
＋0.2×黒球温度＋0.1×乾球温度

研究者や空調分野の技術
者などの間で広く使われて
いる体感温度指標。

人の快適感などと良好な関
係を示す。

SET* が32℃を超えるあたり
で「不快」と感じる傾向。

体感温度指標（例）

1．まちなかの暑さと涼しさ



11

1. まちなかの暑さと涼しさ

2. まちなかの暑さ対策のポイント

3. まちなかの暑さ対策の例

4. 暑さ対策による効果

2. まちなかの暑さ対策のポイント

道路
商業施設

公園

駅・バス停

住宅

イベント会場

暑くても待たなければならない場所

暑さ対策が求められる場所

学校

12

2．まちなかの暑さ対策のポイント

快適に過ごしたい場所

どんなところに？



「まんなか」
空気・からだ
の冷却

13

樹木・藤棚等による緑陰 窓面等の再帰反射化

壁面等の緑化 壁面等の保水化・親水化
(冷却ルーバー等)

人工日除け

微細ミスト 送風ファン

冷却ベンチ

地表面等の保水化 地表面等の遮熱化
東京都夏の暑さ対策の手引き

「うえ」 日射の低減

「した」地表面等の高温化
抑制・冷却

「よこ」
壁面等の高温
化抑制・冷却

地表面等の緑化
東京都駐車緑化ガイド

2．まちなかの暑さ対策のポイント

なにを？ 暑さ対策の分類

日除け
34℃

14

対策なし 日向

＋ミスト ＋冷却ルーバー＋打ち水

日射を遮りましょう！ Yes

No

打ち水

高温化を
防ぎましょう！

微細ミスト

局所的に
冷やしましょう！

日射を遮り、涼しさを
作りましょう！

日除け＋微細ミスト＋打ち水＋冷却ルーバー

複合的に組み合わ
せましょう！

2．まちなかの暑さ対策のポイント

どのように？ 暑さ対策の考え方
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1. まちなかの暑さと涼しさ

2. まちなかの暑さ対策のポイント

3. まちなかの暑さ対策の例

4. 暑さ対策による効果

3.   まちなかの暑さ対策の例

16

日除けの下で砂遊び（幼稚園）



17

ミストでひと涼み（公園）

18

緑に囲まれた快適なベンチ（公園）



19

冷却ルーバー

20

イベントにおける暑さ対策

歩道沿いでの微細ミスト設置例 連続した日除け設置の例

人の導線の暑さを和らげる

人が待機・滞在する
場所の暑さを和らげる

仮設構造による日除けの例

移動式の送風ファン付き微細ミストの例



21

暑さ対策を楽しむ（ イベント）

22

個人でできる暑さ対策の例～日傘～

• クールビズと日傘を併用することで、人の暑熱ストレ
ス（汗の量）を約20％軽減

→ 10m間隔で街路樹を形成する効果に匹敵
（平成22年度環境省調査より）

（写真提供：熊谷市HP）
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1. まちなかの暑さと涼しさ

2. まちなかの暑さ対策のポイント

3. まちなかの暑さ対策の例

4. 暑さ対策の効果4.   暑さ対策による効果

24

体感温度低下効果（目安）

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

樹木

人工日除け

窓面等の再帰反射化

地表面等の保水化

地表面等の遮熱化

地表面等の緑化

壁面等の緑化

冷却ルーバー等

微細ミスト

送風ファン付き微細ミスト

送風ファン

冷却ベンチ

体感温度（SET*）の低下効果

(夕方)

４．暑さ対策の効果



通常緑

遮熱緑

遮熱白

25

日除けの効果検証例

オーニングの素材と色による違い

２０１７年５月３０日正午前後 気温30℃程度

４．暑さ対策の効果

オーニング裏面の温度は、通常緑が約70℃、
遮熱白は約30℃低かった。

通常緑

遮熱緑

遮熱白

69.9℃

60.6℃

41.5℃

11：45 日射量：900W、風速：0.8m/s
26

日除けの効果検証例

４．暑さ対策の効果



37.1

30.8 30.3

28.6

25

27

29

31

33

35

37

39

日向 通常緑 遮熱緑 遮熱白

℃

オーニングによる効果はいずれの生地でも高い
が、生地によって体感温度は2℃以上異なる。

12：30

27

SET* 6℃ 7℃ 8℃

日除けの効果検証例

４．暑さ対策の効果

体感温度が下がると、・・・
→人の快適性が改善する
→人の熱ストレスが減る

28

生理・心理反応の改善効果

被験者実験を実施

暑さ対策
施設

テン
ト下

日向

４．暑さ対策の効果



Before After

体感温度が下がると利用が増える
29

にぎわい創出効果

４．暑さ対策の効果

30

４．暑さ対策の効果

施設内の体感温度※は、日向にくらべて１０℃以上、低下！

自然の涼しさが
ここちよい

コミュニケー
ションが弾む

※SET*による評価結果



ご清聴ありがとうございました。



今年の夏の気象と
熱中症になりやすい
気象条件

気象業務支援センター村山貢司

熱中症はどんな時が危険か

●急に暑くなった時→梅雨明け直後や

梅雨の晴れ間

→週間予報や早期警戒情報を活用

●風が弱い時、湿度が高い時

→前日または当日の予報から

●どんな時、どんな場所か

→年齢によって異なる



熱中症患者数と最高気温
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熱中症は気温だけではない

日射

大気放射

地表面から
の反射

地表面からの
輻射

風速

湿度

様々な気象条件
が影響する

自然対流による冷却

ＷＢＧＴ計測風景

体温を下げるのは皮膚からの放熱と汗だけ
体内の熱・汗の水分を運ぶのは血液

心臓の負担が大きくなる

（ 産熱）

衣服で調整
エアコンを使う
風を起こす
冷たいものを飲む



炎天下の体感温度は、予報の気温よりも高いことを指導しましょう

• 天気予報の気温と体感
温度は違う

• 気象台の観測は、広い
芝生の上で、直射日光
が当たらない条件で観測

• 炎天下の体感温度は予
報より4度から5度高いこ
とがある

• 地面の状態によっても体
感温度は違う

気象台の気温と道路上の気温
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熱中症患者数と最高気温
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真夏日日数の変化（東京）
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熱帯夜日数の変化（東京）



30度以上の時間数（東京）
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日本で一番暑いのは

• 東京 名古屋 大阪 那覇

• 真夏日 46.4 64.3 73.2 96
• 熱帯夜 11.3 19.4 37.4 99
• 猛暑日 2.4 11.5 11.6 0.1
• 夏湿度 75 72 68 78
• 最高記録 39.5 39.9 39.1 35.6
• 最低記録 30.4 28.8 29.3 29.3
• 東京過去最大 真夏日71日、熱帯夜56日

• 猛暑日13日

年平均気温の上昇



猛暑日は１０日、熱帯夜は２５日増
加

真夏日が１カ月前後増加



ラニーニャが続いている→猛暑になりやすい





６月の予想（早い時期から注意）
現在の平年並みは昔の猛暑です。

７月の予想（猛暑になりやすい）



８月の予想（猛暑が続く）

6月から8月の予想



作業後の衣服表面温度、左側：スーツ、右側：クールビズ

体温を下げるのは皮膚からの放熱と汗
体内の熱・汗の水分を運ぶのは血液

心臓の負担が大きくなる

（ 産熱）

衣服で調整
エアコンを使う
風を起こす
冷たいものを飲む

気温が35度の時に窓を開けても入る風は35度
昼間の打ち水は、かえって蒸し暑くなる


