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Abstract
 Planning technologies for improving the regional thermal environment are classified into three major categories: 
'Form', 'Material' and 'Energy'. In this study, the effect of the wet pavemant system (UCHIMIZU-PAVE), which belongs 
to the 'Material' category, in improving the summertime thermal environment is evaluated numerically. Reductions not 
only of radiation but also of atmospheric temperature by the wet pavement system in the case of a waterfront 
development are considered here. A wet pavement system of 10m X 10m in area is found to be sufficient for reducing 
mean radiant temperature (MRT), because an area of this size has a configuration factor of 0.48. Outside air 
temperatures in an imaginary development area in the summer are also calculated. Reductions of mean air temperature 
by the wet pavement system of 0.7℃ and 0.2℃ were obtained for noon and evening respectively. Especially, air 
temperatures around streets and canals along which people walk or take rests, are decreased by about 2 to 3.5℃. 
These results show that the wet pavement system effectively improves the outside thermal environment for pedestrians.
概要
　地域計画時に設定できる熱環境に寄与する計画技術は，「形態」，「素材」，「エネルギー」の3つに大別できる。ここでは「素
材」の計画技術の一つである「打ち水ペーブ」についての定量的検討と開発事例におけるフィジビリティスタディを行った。打ち
水ペーブを矩形に配置した場合，中央に立つ人に対しての形態係数は10m四方でO.48と限界に近づき，輻射環境改善の面では充足す
ることがわかった。次に，打ち水ペーブを関西地域のウォーターフロント開発に適用した場合の気温低減効果を，熱環境シミュレ
ーションにより求めた。具体的には，運河や十数棟の建物が計画されている2200m×1200mの地域において，打ち水ペーブ等の環境
緩和技術の適用の効果を求めた。打ち水ペーブの適用により，評価対象地域の平均気温は，夏季の正午で0.7℃，夕方で0.2℃低下
し，人が長時間滞留する歩道，運河付近においては2～3.5℃の気温低下が見られる。以上の2つの観点からの検討により，打ち水ペ
ーブが暑熱環境改善に効果的であるという結果が明らかにされた。
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