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表 4.10 上空および側方境界条件 

表 4.11 ルーチン詳細情報、最適化前 

表 4.12 ルーチン詳細情報、最適化後 

表 4.13 連成モードの入出力ファイル一覧 

表 4.14 街区空調負荷モデル単独モードの入出力ファイル一覧 

表 4.15 街区大気モデル単独モード入出力ファイル一覧 

表 4.16(1) 街区空調負荷モデル・街区大気モデルの入力データ項目(1/5) 



表 4.16(2) 街区空調負荷モデル・街区大気モデルの入力データ項目(2/5) 

表 4.16(3) 街区空調負荷モデル・街区大気モデルの入力データ項目(3/5) 

表 4.16(4) 街区空調負荷モデル・街区大気モデルの入力データ項目(4/5) 

表 4.16(5) 街区空調負荷モデル・街区大気モデルの入力データ項目(5/5) 

表 4.17(1) 街区空調負荷モデル・街区大気モデルの出力データ項目(1/2) 

表 4.17(2) 街区空調負荷モデル・街区大気モデルの出力データ項目(2/2) 

表 4.18 建物名称・用途 NO.・原単位リスト NO.と最大基本需要原単位の入力項目 

表 4.19 最大需要原単位の補正係数・地域補正係数・省エネ係数の入力書式 

表 4.20 最大エネルギー需要量の計算結果［建物別］ 

表 4.21 最大エネルギー需要量の計算結果［用途別］ 

表 4.22 建物名称・用途 NO.・原単位リスト NO.と年間基本需要原単位の入力書式 

表 4.23 年間需要原単位の補正係数・地域補正係数・省エネ係数の入力書式 

表 4.24 年間エネルギー需要量の計算結果［建物別］ 

表 4.25 年間エネルギー需要量の計算結果［用途別］ 

表 4.26 水平面全天日射量に関する時刻別変動パターン例（１月） 

表 4.27 水平面直達日射量に関する時刻別変動例（１月） 

表 4.28 水平面散乱日射量に関する時刻別変動例（１月） 

表 4.29 気温に関する時刻別変動例（１月） 

表 4.30 太陽位置及び直達・散乱日射比率の一覧 

表 4.31 アレイ種別温度補正定数 

表 4.32 風速パターン例（１月） 

表 4.33 発電特性（パワーカーブ）例 

表 4.34 入出力サブルーチンの構成と主な内容 

表 4.35 月別・時刻別エネルギー消費量計算結果の出力項目（1-5） 

表 4.36 月別・時刻別エネルギー消費量計算結果の出力項目（6-11） 

表 4.37 月別・時刻別エネルギー消費量計算結果の出力項目（12-18） 

表 4.38 燃料電池システムの機器仕様例 

表 4.39 燃料電池・熱源システムエネルギー消費量計算結果の出力項目 

表 4.40 一次エネルギー換算値、二酸化炭素排出係数 

表 4.41 経済性計算の書式例 

表 4.42 地域冷暖房システム建設費関連コスト原単位例 

表 4.43 個別建物熱源設備建設費関連コスト原単位例 

表 4.44 集合住宅熱源設備関連コスト原単位例 

表 4.45 建物側省エネによるコスト増加費関連コスト原単位例 

表 4.46 燃料電池・電力供給設備建設費関連コスト原単位例 

表 4.47 水素供給設備建設費関連コスト原単位例 



表 4.48 その他建設費関連コスト原単位例 

表 4.49 街区モデル１の用途別床面積割合（低容積地区：練馬区西：住宅中心） 

表 4.50 街区モデル２の用途別床面積割合（九段南・三番町：小・中規模ビル＋住宅） 

表 4.51 街区モデル３の用途別床面積割合（西池袋：中・大規模ビル中心） 

表 4.52 街区モデルのシミュレーションケース一覧 

表 4.53 現在から将来にかけた燃料電池・水素価格のシナリオ 

表 4.54 シミュレーション結果：低容積地区 

表 4.55 床面積と冷水・冷温水機器の容量割合 

表 4.56 シミュレーション結果：中容積地区 

表 4.57 実際の地域熱供給システムの条件とシミュレーション条件 

表 4.58 床面積と冷水・冷温水機器の容量割合 

表 4.59 シミュレーション結果：高容積地区（SOFC 導入） 

表 4.60 シミュレーション結果：高容積地区（PEFC 導入） 

表 4.61 シミュレーション結果：大容積地区（PEFC 導入：容量抑制） 

表 4.62 価格変動シミュレーション結果（低容積地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



写真一覧 

 

 

写真 2.1 試験体 

写真 2.2  実験後の配管 

写真 2.3  共同溝標準部直線区間の水素配管 

写真 2.4  集塵管架台部の振れ取り 

写真 2.5  特殊部曲り部の水素配管 

写真 2.6  架台部中間部の振れ取り 

写真 2.7   外気放出管(ステンレス製)の取付け状況（外径：6.35mm/肉厚 1mm、延長：1,800mm）

写真 2.8  外気放出管の分岐部（開放弁を開いて分岐） 

写真 2.9 開放弁の操作状況（配管収容キャビネット） 

写真 2.10 外気放出口（テフロン管に付け替え）における水素濃度の計測 

写真 2.11 パージ作業の操作状況（ボンベ庫） 

  

 

 

 




