
　大阪市の美術館・博物館など（大阪市立美術館、大阪市立東洋陶磁美術
館、大阪歴史博物館、大阪市立自然史博物館、大阪市立科学館、大阪城天守
閣）の展示の照明には、LED照明が使われています。LED照明は、省エネ効
果と文化財の保護などにすぐれているといわれています。

3 LED照明
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び じゅつ かん び じゅつ かん び じゅつ とう じ

じょう てん  しゅかん

ほ ごこう   か ぶん    か   ざい

かく てん じ

身近な環境を守る5
かん　 きょう

し せつ

かんきょう

かんきょう

あみ

げん

そん ざい

しょうじょうしょう

たいげん いん さく

　わたしたちの住む大阪市は、多くの工場や商業施設が集まり、鉄道や道路が網の目のように走る
たいへん便利な大都市です。しかし、｢都市環境｣という点から考えると、大気や水や土のよごれ、
大きな音やしん動などの｢公害｣や、周囲の都市よりも気温が上昇する｢ヒートアイランド現象｣など
の問題が存在します。こういった都市の環境問題について、原因や対策、また、わたしたちにでき
ることはどんなことなのか、調べてみましょう。

目には見えないけれど、
なくてはならないもの＝＜空気＞

P.40～41

すべての生命のみなもと＝＜水＞

P.42～43

大阪市で、もっとも苦情の多い公害は･･･?

P.44

地面がしずむ? 地面がよごれる?

P.45

大阪の夏は暑い!!

P.46～47

　自動車から出る排出ガスや、工
場から出る煙は、空気をよごす大
きな原因になります。大きな道路
や工場がたくさん集まる大阪市で
は、大気汚染に対してどんな取り
組みをしているのでしょう。

　大阪市でもっとも苦情件数の多
い公害、それは｢そう音｣です。大
きな音や地面のゆれは、生活に直
接大きな悪影響を与えます。そう
音やしん動の原因や対策について
考えてみましょう。

　大阪市のような大都市では、
｢ヒートアイランド現象｣という問
題が起こっています。どんなこと
が原因なのでしょう。

　南北を大和川と淀川にはさま
れ、中心部にも大川や木津川など
多くの川が流れる大阪市は、別名
｢水の都｣といわれています。水を
きれいにするための大阪市の取り
組みや、自分たちにできることを
考えてみましょう。

　地面がしずむ「地盤沈
下｣や、地面がよごれる
｢土じょう汚染｣は、どち
らも少しずつ進んでいく
公害です。

2019年8月の平均気温
へいきん

く　じょう

大阪中之島
なか

淀川のワンド群
ぐんよどがわ

の しま

地盤沈下のようす

工場から出る煙

工場や工事現場

29.1℃ 29.2℃大阪 那覇
はな

じ

か

ばん ちん

じ かばん ちん

ど お せん

はいしゅつ

けむり

げんいん

げんいん たいさく

げんいん

げんしょう

かんきょう

お せん

けむり

げん   ば

よど がわ

き づ  がわ

すうけんくじょう

せつ えい あた

ちょく

きょう

　家庭でも、省エネ効果の高さからLED照明が使われはじめています。
　また、大阪市内の道路では、LEDを使った信号機も増えてきています。消費
電力が今までの電球の5分の1程度と小さいだけではなく、電球をかえる回数
が少なくなる、朝日や夕日があたってもよく見えるというメリットがありま
す。

ふ

こう か

てい    ど

大阪市内のLEDを使った信号機

大阪市にはどんな環境
問題があるのかな？

ＬＥＤ電球は一般電球に
比べて消費電力がとても
小さいだけでなく、寿命
も一般電球に比べて最大
約４０倍も長持ちです。

いっぱん

いっぱん くら

くら

じゅみょう

今までの電球とLED電球との対比
たい  ひ

消費電力

約54w

約11w

約8～11w

一般電球等

電球形
蛍光ランプ

LED電球

約1,000時間

約6,000時間～約13,000時間

約20,000時間～約40,000時間

（住まいの照明省エネBOOK 2014年度版の
データをもとに作成）

じゅみょう

寿命（使える時間）

てんじょうケースの光ファイバー照明・蛍光灯、天井
ダウンライトの白熱灯をＬＥＤ照明に取り
かえています。

けい  こう  とう



1 公害を防ぐ取り組み

1 大気汚染(空気のよごれ)
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1965年ごろの大阪 現在の大阪

ハイブリッドバス

小学校屋上にある大気測定局

大気測定局の中の大気のよごれ
をはかる装置

そくていきょく

そくていきょく

そう  ち

そう  

　区役所や、小・中学校
の屋上など25か所で、大
気のよごれをはかってい
ます。

お　　せん

ふ

ふ

き かん し えん

かん じゃ えい きょう

げん ざい

　大阪市では1960年ごろから工場や自動車が増えて空気がよごれ、気管支炎
やぜんそくの患者が増えるなど、人々の健康や命にもかかわる悪い影響がで
ました。しかし、写真からもわかるように、現在の大阪市の空気は、1965年
以前と比べ、きれいになってきています。
　どのような取り組みを進めているのでしょうか。

そ

はいしゅつ

さん か ぶつ

そ さん か ぶつ

へ

げん  いん

けむり

けむり

けむり そう    ち

はいしゅつりょう

はい しゅつ

はい しゅつ

そ

へ

へふみ   きり

さん か ぶつ

そ さん か

ぶつ

　ちっ素酸化物やばいじん、ディーゼル黒煙は空気のよごれの原因となるも
ので、工場の煙や自動車の排出ガスにふくまれています。
　工場の煙をきれいにするために、ちっ素酸化物やばいじんが発生しにくい
燃料を使ったり、煙からこれらを取りのぞく装置を使用したりしています。

　その結果、工場から発生するちっ素酸化物で
は、1989年ごろに比べると3分の1程度に減っ
ています。
　また、自動車の排出ガスをきれいにするきま
りができたこと、天然ガスやハイブリッドなど
排出ガスがきれいな自動車が増えたこと、鉄道
を地上より高くし、踏切をなくして混雑を減ら
したことなどにより、自動車からのちっ素酸化
物などの排出量も減っています。

へそ

へ

へ

さん か ぶつ はいしゅつりょう

はいげん  ざい しゅつりょう

　下のグラフを見ると、自動車の走行量はそれほど減っていませんが、自動
車からのちっ素酸化物排出量は年々減ってきています。
　自動車から出るディーゼル黒煙を減らすために、クリーンディーゼルエン
ジンなどの技術が開発され、現在ではディーゼル黒煙の排出量も少なくなり
ました。

光化学スモッグ
そ さんはい しゅつ か ぶつ

げん いん

はん のう

し がい せん

よ

へ

ほう ちゅう い　 ほう

　工場や自動車から排出されるちっ素酸化物などに日光の紫外線が
当たると、光化学反応が起き、光化学オキシダントが発生します。
この光化学オキシダントが原因で、目がチカチカしたり、のどがい
たくなったりします。光化学オキシダントが多くなると、もやがか
かったように見え、光化学スモッグと呼ばれます。
　ひどい日には、光化学スモッグ予報や注意報などが出ますが、空
気がきれいになってきたことで、発令回数は減っています。

えん　とつ

そく　てい じっ  さい

はい すい

き せい き じゅん き せい し　 どう じっ   し

はい しゅつすいはい しゅつ

しき　 ち　きょう  かい

悪臭

そう　ち

めい  わく

あく しゅう

　工場やお店が事業活動をする時に、いやなにおいが発生することがありま
す。いやなにおいで、周辺に迷惑をかけないようにするきまりがあり、におい
を出さないための装置を工場やお店にとりつけるなどの対策をしています。

さん かそ ぶつ

げん ざい

ちっ素酸化物、ばいじん、ディーゼル黒煙

　丸で囲った部分から大
気を取りこんで、中の装置
で大気のよごれをはかっ
ています。

光化学スモッグを知らせる旗の色

ち

そ さん か ぶつ はいしゅつりょう

大阪市の自動車からのちっ素酸化物排出量（折れ線グラフ）と
自動車の走行量（棒グラフ）のうつりかわり

ふせ

〔警報〕 〔重大緊急警報〕

〔予報〕 〔注意報〕

けいほう きんきゅうけいほう

よ ほ う ちゅういほう

　今までのディーゼルエン
ジンに比べて、粒子状物質
やちっ素酸化物などの排出
量が少ない、クリーンなエン
ジンです。また、ガソリンエ
ンジンと比較して、約20～
30%燃費が良いので二酸化
炭素の排出量が少なく、環
境対応型のエンジンです。

クリーンディーゼルエンジン

りゅう し じょうぶっ しつ

はいそ さん か ぶつ

かくひ

ねん ぴ

きょう おう がたたい

はいしゅつりょう

に さん か

たん そ

そ さん か ぶつ はいしゅつりょう

は
い
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り
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見見てみよてみよう見てみよう

敷地境界
排出水

気体排出口　大阪市では、きゅう覚測定（実際に人ににおいを
かいでもらう方法）を用いて、「敷地境界」・「煙突など
の気体排出口」・「排出水（工場排水からのにおい）」
の3つの規制基準に基づき、規制指導を実施しています。

りょう

しゅつ

※自動車走行量
　大阪市内の高速道路と
一般道路の平日昼間12時
間あたりの自動車走行量を
たした数
（国土交通省の調査より）

大阪市域におけるエコカーの普及状況
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10,840



チャレンジコーナー〈水の水のにごり度しらべ〉チャレンジコーナー〈水のにごり度しらべ〉

2 水質汚だく（水のよごれ）
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よど がわ

はい すい

すい しつ

ちょくはい すい

はい すい

はい すい

かい ぜん

せつ

そう はいしゅつち

とう  し  ども

とう  し  ど けい

けん さ

透視度計をつくる

調べたい水を用意する
　水たまり、食器をあらった後の水、米のとぎじるなど、身の回りで調べてみたい水を用意してみよう。

水のにごり度を調べる
　調べたい水を透視度計に入れて上からのぞき､底にある 2重十字がはっきり見えるまで水をすてます。そして、はっきり見えた時点の
目盛りを読み取ります。この深さが水のにごり度（＝透視度）です。数字が小さいほど、その水はにごっているよ。

とう し ど けい

①ペットボトルの底を切ろう
　（ビニールテープで長くつ
　なぎあわせてもOK）

②キャップの内側に油性のペン
　（0.5mm）で、2重の十字を
　書こう（線と線の間は1mm）

③ボトルに下から1cmごとに
　目盛りを書いてね

④できあがり！ 
ゆ

め も

せい

すい　しつ　 お

てんぽうざん

すい  しつ

けん   さ

　川や海のよごれ具
合を調べるために、
場所を決めて水質を
検査しています。
（安治川  天保山付近）

　大阪には、淀川や大和川など多くの川が流れています。大阪市はこれらの
川の最も下流に位置しています。
　家庭や工場からの排水や道路のよごれた水を直接川に流してきたため、か
つては川や海がよごれていて、魚もあまりいませんでした。
　そこで、大阪市では川のよごれを少なくするために下水道整備などさまざ
まな取り組みを行いました。
　近年では、人々の努力により水質がよくなり、きれいな水にしかすめない
魚ももどってきています。

ステップ1

ステップ2

ステップ3

きれいな水にしかすめない魚

水質改善のための大阪市のおもな取り組み
すい　しつ　かい　ぜん

びせいぶつ

ぶっしつ ぶん かい

さん  そ

　水のよごれを表す単
位。微生物がよごれた
物質を分解するときに
使う酸素の量のこと
で、BODの数字が大き
いほど、水のよごれが
ひどくなります。

BOD

おせん

おせん

せんげん

さい

　海洋プラスチックごみによ
る海洋汚染は世界的な問題と
なっています。2019年6月に開
催されたG20大阪サミットで
は、海洋プラスチックごみ問
題が主要な議題として話し合
われ、海洋プラスチックごみに
よる新たな汚染を、2050年ま
でにゼロにすることをめざす
「大阪ブルー・オーシャン・ビ
ジョン」が共有されました。
　大阪市も、2019年1月に大
阪府と共同で「おおさかプラ
スチックごみゼロ宣言」を行
い、プラスチックごみゼロに
向けた取り組みを進めていま
す。

プラスチックごみゼロに
向けた世界と大阪市の動き

たんすい

　河川や湖にすむ魚。
淡水魚

き すい

　汽水湖や河川の河口
など淡水と海水がま
ざっているところにす
む魚。

汽水魚

　上のグラフを見ると、40年ほど前とくらべて、大阪市の川のよごれは少な
くなってきたことがわかります。

●下水道を整えて、家庭からの生活排水が直接川に流れこまないようにした。
●大雨の時に、雨水とともによごれやごみをふくんだ下水が川に流れこまないように、
下水道の改善を進めた。
●工場からの排水は、よごれを取りのぞく装置で水をきれいにしてから排出する
きまりをつくり、排水がきれいかどうか検査している。
●川や海の底には、よごれをふくんだどろがたまっているので、川底のよごれたどろ
や、水面のごみを取りのぞく作業を定期的に行っている。

　美しい川を取りもどすためには、まずわたしたち一人ひとりが、よごれの
もとを出さないように努力することが大切です。

いっしょ

ペットボトルを工作
するときは大人の人と
一緒にね！

1cmごと

1mm

1mm

切る

ビニール
テープ

川がよごれる仕組み
家庭から
台所 洗たく トイレ

工場から

雨の水から
空気のよごれ

道路のごみ
（すいがらなど）

マンホール

下水

雨

ハス コウライモロコ

カワヒガイ シロヒレタビラ

コチ属（コチのなかま）ヒメハゼ

クロダイ イシガレイ

淡水魚 汽水魚
き すいたんすい

大阪市を流れるおもな川のよごれのうつりかわり
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神崎川水域 淀川水域 大和川水域 寝屋川水域 大阪市内河川水域
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「マイクロプラスチック」って聞いたことはありますか？

クロベンケイガニと、食べて
いたマイクロプラスチック

洗たく機の排水から
出る糸くず

はいすい

　海や川に捨てられたプラスチックごみが、太陽の熱や紫外線などのはたら
きで割れてくだけて5㎜よりも小さくなったものを、マイクロプラスチック
といいます。
　洗たく機からの排水にも、合成繊維くずのポリエステルなど、マイクロプ
ラスチックのもとになる物質がふくまれています。
　海や川の生き物はそれをえさとまちがえて食べて、死んでしまうこともあ
ります。さらに、食用にしている小魚の内臓をとおして、わたしたちの体内に
入ってくるおそれもあります。

はいすい ごうせい せんい

ないぞう

し　がいせんす

プラスチックごみによる環境汚染
かん きょう　 お　 せん

　近年、適正に処理されずに捨てられたプラスチックが、海や川へ流れ込み、環境を汚染している
ことが世界的に大きな問題となっています。プラスチック製品は、安くて使いやすいことから急激
に普及して、わたしたちの生活を便利にしてくれています。しかしその一方で、一度海へ流れ出し
たプラスチックごみは、自然に消えてなくなることはなく、多くが半永久的に残り続けてしまいま
す。さらにマイクロプラスチックになると、海中の有害物質を吸着しやすくなり、生物への影響を
およぼすおそれもあるのです。
　ごみを減らすためには、プラスチック製品（レジ袋やストローなど）をなるべく使わないように
心がけたり、「混ぜればごみ、分ければ資源」という意識を持ち、ごみの分別に取り組むことが大
切です。それにより、地球上の限りある天然資源の消費をおさえ、環境への負荷をできる限り減ら
すことができます。

きゅうちゃく えいきょう

へ

ま し　げん

かぎ かぎし　げん かんきょう

いしき

せいひん ぶくろ

てきせい しょり す かんきょう

せいひん きゅうげき

ふきゅう

お　せん

キンクロハジロ
キンクロハジロの体の中から出てきた
マイクロプラスチックごみ(直径1.5mm)

たんすい

き すい  こ
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3 そう音・しん動 4 地盤沈下と土じょう汚染
じ ばん ちん か ど お せん

ねん

じ    ばん   ちん     か

じ    ばん

ちん     か

じ    ばん   ちん   か

ど そう

げん しょう

たい  さく

ちん せい か

ふち    いき

しおたか

　地盤沈下は、地下水をくみ上げすぎるこ
とによって、やわらかい粘土層が広いはん
いでちぢんでしまい、地面がしずんでしま
う現象です。いったんしずんだ地面は、も
とにもどりません。
　大阪市では、戦後産業活動がさかんにな
り地下水を大量にくみ上げたために、地盤
沈下が進行し、1960年ごろには1年に20cm
以上しずんだところもありました。そのた
め、大型台風や高潮の時には地面の低く
なった地域を中心に水害が増えました。
　さまざまな対策を進めた結果、地盤沈下
は1963年から後は、沈静化しています。

地盤沈下（土地全体がゆっくりとしずむこと）
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　土じょう汚染とは、工場などで使用している有
害な物質が地面にこぼれたり、タンクからもれた
りして、土がよごれている状態をいいます。ま
た、よごれている土からとけ出した有害な物質
が、地中にある地下水をよごしてしまうこともあ
ります。
　土じょう汚染は、さまざまな形で人の健康や生
活環境、動植物の生態系に影響をあたえることがあ
ります。
　これらのうち、まず健康への影響を防ぐには、よごされた土にふれないよ
うにきれいな土でおおったり、土を入れかえたり、土の中に壁をつくってよ
ごれた土が壁の外へ出ないようにしたりすることが必要です。

そう音
さわがしく、不かいな気持
ちを起こさせる音。

しん動
地面がゆれ動くこと。

デシベル
音の大きさなどを表す単位。

雨がふる

ごみとしてうめたてる こぼしてしまう

タンク故障タンク故障タンク故障

有害物質が地下水にとけこむ

土にしみこむ
土にしみこむ

土にしみこむ

道路の地盤沈下
　（1960年ごろの阪急梅田駅）
（出典：写真で見る大阪市100年）
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かい粘土層から水がしみ出す。

水の抜け出たやわら
かい粘土層がちぢむ 地盤沈下
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　大阪市の公害でもっとも苦情の件数が
多いのはそう音です。すいみんや勉強な
どの日常のくらしに直接影響をあたえる
からでしょう。
　しん動の原因や特ちょうは、そう音とよく似ています。
　そう音やしん動の原因や対策について、みんなで考えてみましょう。

（2018年度）
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屋外 屋内

飛行機のエンジン近く

自動車の警笛（前方2m）

鉄橋・ガード下

大型トラック カラオケ（店内中央）

地下鉄の車内

幹線道路の沿線

工場の密集地
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静かな住宅地（昼）
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ピアノ（正面1m、静かな曲）

電話のベル

テレビ（正面1m、夜）

家庭用クーラー

図書館の中

置時計の秒針の音

工場や工事現場 交通機関

家庭での生活

（デシベル）
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そう音
732件
53.0%
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2 大都市とヒートアイランド現象

1 ヒートアイランド現象とは？

4746

大阪市におけるヒートアイランド対策について
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000006301.html
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大阪市役所の屋上緑化
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大阪打ち水大作戦 2019

西区　九条東小学校
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2 ヒートアイランド対策
たい　さく

調べ学習の調べ学習の手助けページ調べ学習の手助けページ

ふ

大阪打ち水大作戦

学校に緑を増やす取り組み

屋上緑化

　大阪市では、毎年7月から9月にかけて、市内のあちらこちらで「大阪打ち
水大作戦」を行っています。打ち水とは、お風呂の残り水や雨水などを使っ
て道や庭に水をまき、まわりの気温を下げるという、昔から日本にある習慣
です。暑い真夏のまちなかを少しでも冷やすために、市民や会社のみなさん
もいっしょに打ち水をしています。

　大阪市では、さまざまなヒートアイランド対策を行っています。
　例えば、施設の省エネ対策、自動車の渋滞解消などの交通対策、保水力の
高い道路の整備、熱の上がりにくい塗料の使用や公園整備、自然エネルギー
の利用など、幅広い取り組みがあります。

　大阪市の学校では、「緑のカーテン」や「校庭の芝生化」を行っていま
す。「緑のカーテン」とは、校舎の壁を使ってヘチマやツルレイシ（ゴー
ヤ）、ヒョウタンなどの植物を育てることです。校舎が緑でおおわれると、
夏の暑い日差しを和らげるとともに、葉から水分が蒸発する時にまわりの熱
をうばうことで校舎の中や周りがすずしくなります。
　2019年は、大阪市立小・中学校264校が「緑のカーテン」を行いました。

　屋上緑化とは、ビルなどの建物の屋上に植物を植えて育てることで、これ
により建物が太陽光によって熱をもつことや放熱することを防ぎます。ま
た、空気の浄化作用や、植物が増えることで昆虫や鳥が集まったり、そこで
働く人びとのいこいの場となったりする利点もあります。
　大阪市役所の屋上のほか、なんばパークスや大阪シティエアターミナルビ
ルなど、実施するビルも増えてきています。
　最近では、屋根が重くならないように、軽い土や、簡単な工夫で「緑の
カーペット」を作ることも提案されています。

　大都市では、「ヒートアイランド（熱の島）」といわれる現象がおこりま
す。これは都市部の気温がまわりにくらべて高くなる現象で、都市部だけが
気温の高い様子が島のようにあらわれることからそう呼ばれます。

　大阪市ではこの100年間に2℃気温
が上がりました。全国平均は1℃であ
り、この1℃の差がヒートアイランド
現象によるものとされています。
　都市部はアスファルトの道路やコン
クリートの建物が多く、これらは熱を
ためやすい性質があります。さらに、
太陽熱に加え、エアコンの室外機や自
動車や工場から大量の熱が排出されま
す。気温を下げる働きのある土の地面
や植物、川や池などがあまり多くない
こともあり、気温が高くなってしまう
のです。

ホームページ

風の流れ

気温を上げる要因

建物から
の放熱

人工
排熱

自動車
排熱

路面から
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気温を下げる要因

植物から
の蒸発熱

河川から
の蒸発熱

日射

熱の滞留
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ヒートアイランド現象の影響

　ヒートアイランド現象により、こうした熱帯夜や真夏日（一日の最高気温
が30℃以上の日）が増えるとともに、熱中症患者の増加やエアコンの消費電
力の増加、せまいはん囲での集中豪雨の発生などの問題が起こっています。

　下のグラフは、1年間の熱帯夜 (一日の最低気温が25℃を下回らない日)の
日数を表しています。大阪はここ数年熱帯夜の日数が東京と名古屋よりも多
く、この30年間で約25％増加しています。

見てみよてみよう見てみよう

熱帯夜日数の推移
(気象庁「気象統計情報」をもとに作成)
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