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暑さ指数の活用に向けて

2020年7月20日 暑さ指数に関する説明会 天王寺動物園
巻末資料４ 説明会資料
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1. 気候変動とヒートアイランド現象

2. 暑く感じやすいのはなぜ？

3. 熱中症は増えている？

4. どうして熱中症が増えるの？

5. どうすれば安全に過ごせるの？

6. 暑さ指数で暑さを考えよう！

7. 暑さ指数計はどうやって使う？

8. 明日の暑さ指数はどうなる？

9. 暑さが厳しい場合の行動は？

本日のお話し
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気候変動 と ヒートアイランド現象

大阪の暑さの推移

※気象庁データから作成。 1909年、1932年、1962年に観測地点の移設等あり。
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気候変動 と ヒートアイランド現象

※気象庁データから作成。

世界、日本、大阪
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気候変動 と ヒートアイランド現象

世界の平均気温の予測（IPCC）

RCP8.5：CO2等の排出を抑え
ないため、気温上昇量が大きい

RCP2.6：CO2等の排出を抑え
るため、気温上昇量が少ない

最も温暖化を
抑えた場合

出典：図, IPCC AR5 WGⅠ SPM Fig. SPM.7(a)
出典：図, IPCC AR5 WGⅠ SPM Fig. SPM.8(a)

図. 年平均地上気温の変化
（1986-2005年平均からの偏差）

2081～2100 年におけるRCP2.6と
RCP8.5のシナリオによるCMIP5複数モデル平均の分布図

図. 1986-2005年平均に対する世界平均地上気温の変化
CMIP5の複数モデルにより

シミュレーションされた時系列(1950年から2100年)

※陰影は不確実
性の幅を示す

最も温暖化が
進んだ場合

• 2081～2100年の世界平均地上気温の1986～2005年平均に対する上昇量は、
最も温暖化が進んだ場合では2.6～4.8℃、最も温暖化を抑えた場合では0.3
～1.7℃の範囲に入る可能性が高いと予測される
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暑く感じやすいのはなぜ？

暑い時間が増えている！

※環境省「ヒートアイランド対策マニュアル」（2012）

30℃以上時間：
210時間/年

30℃以上時間：
420時間/年

2006～2010年1980～1984年
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暑く感じやすいのはなぜ？

熱くなる地表面が増えている！

日向の
信号待ち

木陰の
信号待ち
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熱中症は増えているの？

高齢者、軽症者が増えている！

※総務省消防庁熱中症情報より作成

傷病程度 程 度

死亡 初診時において死亡が確認されたもの

重症 ３週間以上の入院加療を必要とするもの

中等症 重症または軽症以外のもの

軽症 入院加療を必要としないもの

その他 医師の診断がないもの、傷病程度が判明しないもの、または、その他の場所に搬送したもの
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熱中症は増えているの？

熱中症死亡者数は増加傾向、特に高齢者！

※2019年は、6～9月までの概数

厚生労働省 人口動態統計より作成
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気温が高くなると熱中症死亡率が増加する

どうして熱中症が増えるの？

※環境省 熱中症環境保健マニュアル

死亡率
（人／日／10万人）

気温が高くなると熱中症死亡率が増加するが、暑さ指数と
熱中症死亡率の関係性はより明確！

暑さ指数：湿度や日射を含めた総合的な熱環境指標

死亡率
（人／日／10万人）

（暑さ指数）
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どうして熱中症が増えるの？

気温の高低よりも、
暑さ指数（WBGT）の高低が熱中症の発生に影響する！
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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 12

どうして熱中症が増えるの？

人の体温調節には気温だけでなく、
複数の要素が関係する

6
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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

どうして熱中症が増えるの？



高齢化

平成26年度ヒートアイランド現象に対する適応策及び震災後におけるヒートアイランド対策検討調査業務報告書 から引用

9:00   10:00     11:00     11:15      11:30     11:45      12:00     12:15 

準備 
屋内 
休憩 
60 分 

屋外① 
運動 
15 分 

屋内 
休憩 
15 分 

屋外② 
運動 
15 分 

屋内 
休憩 
15 分 

屋外③ 
運動 
15 分 

屋内 
休憩 
30 分 

 

性別 人数 年齢

若年者 男性 14人 19～22歳

高齢者 男性 10人 63～72歳

若者と高齢者でペアに
なって、日向と日陰で15分

間の踏み台昇降を休憩を
挟みながら3回実施

どうして熱中症が増えるの？

14
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日向の高齢者の体温上昇が著しい！
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高齢者は汗をかきにくくなる！

どうして熱中症が増えるの？
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熱中症予防の基本

どうすれば安全に過ごせるの？

環境省・厚生労働省 熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に！令和2年6月
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熱中症予防 × コロナ感染防止

どうすれば安全に過ごせるの？

環境省・厚生労働省 熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に！令和2年6月
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【webアンケート】
対象者：地域別（北海道、東北、関東、北陸・甲信、東海、近畿、四国・中国、九州・沖縄）、年齢別（15～29才、

30～49才、50～64才、65才以上）、性別（男、女）の64属性について各100名、合計6,400名
実施時期：2019年10月4日～10月9日 「平成31年度暑熱環境に対する適応策調査業務報告書」から引用

この対策はしない
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1.帽子をかぶる

2.日傘をさす

3.白っぽい服を着る

4.通気性のよい服を着る

5.速乾シャツを着る

6.うちわ・扇子を使う

7.携帯ファンを持ち歩く

8.飲み物を持ち歩く

9.冷たいものを飲む・食べる

10.冷感グッズを持ち歩く

11.なるべく日陰を選んで歩く

12.エアコンの効いた場所で一時休憩する

13.外出をやめる・減らす

14.外出時刻を早朝や夕方・夜に変更する
n=6400

みなさん、どんな対策をしている？

どうすれば安全に過ごせるの？
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この対策はしない
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7.携帯ファンを持ち歩く

8.飲み物を持ち歩く

9.冷たいものを飲む・食べる

10.冷感グッズを持ち歩く

11.なるべく日陰を選んで歩く

12.エアコンの効いた場所で一時休憩する

13.外出をやめる・減らす

14.外出時刻を早朝や夕方・夜に変更する
n=3200

この対策はしない
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5.速乾シャツを着る

6.うちわ・扇子を使う

7.携帯ファンを持ち歩く

8.飲み物を持ち歩く

9.冷たいものを飲む・食べる

10.冷感グッズを持ち歩く

11.なるべく日陰を選んで歩く

12.エアコンの効いた場所で一時休憩する

13.外出をやめる・減らす

14.外出時刻を早朝や夕方・夜に変更する
n=3200

20

男性と女性で違う？

男性 女性

2.日傘をさす

11.日陰を歩く

どうすれば安全に過ごせるの？

10
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80℃

30℃

帽子 日傘Ａ 日傘Ｂ

どうすれば安全に過ごせるの？
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帽子 日傘Ａ 日傘Ｂ

【実験条件】 人工気象室（気温30℃、湿度50%、日射量1.2kW/㎡、風速0.5m/s）
15分間の歩行運動（3.2km/h）を2回実施（途中10分間休憩）
男性6名（20代～40代）

日傘Ａ：日射透過率32%、日傘Ｂ：日射透過率1%未満

（*：P<0.05、**：P<0.01）

5%↓
17%↓

日傘をさすことで、発汗量を抑えることができる！

どうすれば安全に過ごせるの？

11
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帽子 日傘Ａ 日傘Ｂ

※運動開始前の5分間平均と運動終了前5分間平均の差

（*：P<0.05、**：P<0.01）

19%↓ 22%↓

日傘をさすことで、心拍数の上昇も抑えることができる！

どうすれば安全に過ごせるの？



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 24

人の暑さの感じ方には気温だけでなく、
複数の要素が関係する（再掲）

暑さ指数で暑さを考えよう！

12
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熱中症になりやすい厳しい暑さを避けるために

気温の高い低いだけでなく、暑さ指数で
「暑さ」を考えよう。

現場の暑さは、実際に計測して把握しよう。

これからの暑さは、予測値を把握しよう。

暑さの厳しさに応じて適切に行動しよう。

暑さ指数で暑さを考えよう！
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総合的な温熱環境指標：暑さ指数（WBGT）

暑さ指数で暑さを考えよう！

暑
さ
指
数(W

BGT)

測
定
機
器

携
帯
型
測
定
機
器

• WBGT：Wet Bulb Globe Temperature
湿 球 黒 球 温 度

• 熱ストレスの評価指標として、

ISO7243で国際的に規格化

• 電子式の測定機器はJIS7922で規格化

WBGT（屋外）＝0.7 × 湿球温度 ＋ 0.2 × 黒球温度 ＋ 0.1 × 気温

湿度の効果 気温の効果輻射熱の効果

風の
効果

13
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暑さ指数の目安

気温
（参考）

WBGT 運動に関する指針(＊１) 日常生活に関する指針（＊２）

35℃以上 31℃以上 運動は原則中止
危険

外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する

31～35℃ 28～31℃ 厳重警戒(激しい運動は中止) 厳重警戒
外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する

28～31℃ 25～28℃ 警戒(積極的に休息) 警戒
運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる

24～28℃ 21～25℃ 注意(積極的に水分補給)
注意

一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険
性がある

24℃未満 21℃未満 ほぼ安全(適宜水分補給)
注意

一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険
性がある

＊１（公財）日本スポーツ協会 「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（2019）より
＊２ 日本生気象学会 「日常生活における熱中症予防指針Ver.3」（2013）より

暑さ指数で暑さを考えよう！
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携帯型暑さ指数計

暑さ指数計はどうやって使う？

JIS B 7922 精度区部 クラス2 準拠品

メーカー A社 B社 C社

寸法/重量 W67.5×D47.5×H114.5
（㎜）/約90g

W60.0×D25.0×H122.0
（㎜）/約70g

W58.0×D36.0×H108.0
（㎜）/約65g

W60.0×D33.0×H112.0
（㎜）/約79g

電池寿命 約6ヶ月
（25℃ アラーム動作なしの場合）

約6ヶ月
（アラーム2回/日 動作の場合）

約3ヶ月
（1日4時間使用の場合）

約8ヶ月
（1日4時間使用の場合）

アラーム機能 ○ ○ ○ ○

防塵・防水機能 × × × ○
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携帯型暑さ指数計

暑さ指数計はどうやって使う？

・WBGT
・黒球（Tg）
・気温（TEMP）
・湿度（RH）

使い方は、
取扱説明書を
ご確認ください。
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正確に測定できない可能性がある測定方法

暑さ指数計はどうやって使う？
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正確に測定できない可能性がある測定方法

暑さ指数計はどうやって使う？
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正確に測定できない可能性がある測定方法

暑さ指数計はどうやって使う？
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推奨する屋外での測定方法

暑さ指数計はどうやって使う？

ポイント

・黒球を日射に当てる
・地上から1.1m程度の高さで

測定
・壁等の近くを避ける
・値が安定してから（10分程度）

測定値を読み取る
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環境省熱中症予防情報サイト

明日の暑さ指数はどうなる？

「環境省熱中症予防情報サイト」
・パソコン

：https://www.wbgt.env.go.jp/

・スマートフォン
：https://www.wbgt.env.go.jp/sp/

・携帯電話
：https://www.wbgt.env.go.jp/kt/

令和２年度の提供期間
・4月17日（金）から10月30日（金）
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暑さ指数の予測値を入手する

明日の暑さ指数はどうなる？

予測値・実況値のグラフ
（重ね合わせも可能）

現在の暑さ指数（WBGT）

暑さ指数（WBGT）の
予測値（あさってまで）
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暑さ指数の予測値を入手する

明日の暑さ指数はどうなる？

全国約840地点の暑さ指数の予測値及び実況値を提供

予測値：当日、翌日、翌々日（深夜０時まで）の３時間毎

大阪府内は６地点
・大阪
・能勢
・枚方
・生駒山
・堺
・熊取
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パソコン スマートフォン 携帯電話

明日の暑さ指数はどうなる？

暑さ指数の予測値を入手する



38

明日の暑さ指数はどうなる？

環境省メール配信サービス

環境省 熱中症 メール 検索
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明日の暑さ指数はどうなる？

環境省メール配信サービス
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明日の暑さ指数はどうなる？

環境省メール配信サービス
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暑さが厳しい場合の行動は？

熱中症警戒アラート（試行）

地球規模の気候変動による異常な気象現象が続き、
熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される
際に、どのように行動すればよい？

都県内のどこかの地点で暑さ指数 （WBGT）が33℃
以上になると予想 した場合に発表
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暑さが厳しい場合の行動は？

熱中症警戒アラート（試行）

令和２年夏（７月１日～10月
28日）に関東甲信地方にお
いて先行的に実施

令和３年度から全国で本格
実施予定
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暑さが厳しい場合の行動は？

熱中症警戒アラート（試行）

熱中症の危険性が極めて高くなると予想される日の前日または当日に
発表されるため、日頃から実施している熱中症予防対策を普段以上に
徹底することが重要。

（例）
普段以上に屋内の気温・湿度、あるいは暑さ指数（WBGT）を確認
し、エアコン等を適切に使用する。

不要・不急の外出を避け、涼しい屋内で過ごすようにする。

高齢者、障害者、子供等に対しては周囲の方々から特に声をかける。

空調機器が設置されていない屋内及び屋外での運動や活動等の中
止・延期等を検討する。

発表時の熱中症予防行動例



御清聴ありがとうございました

環境省 熱中症 検索
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