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高齢者の 温熱環境 に 関する実態調査 （第 2報）

高齢者の 人体周囲温 の 特性
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　The 　 aspects 　of　ambient 　temperature 　on 　 the　 aged 　are　 considered 　 with 　 regard 　 to　 seasons ，　 dai−

ly　living　 actions ，　 air 　conditioning 　and 　 similar 　factors，

　The　following　 results 　 were 　 obtained 　from　this　 survey ：

　 1）　 The 　 summer 　 night 　time 　 ambient 　 room 　temperature 　 encountered 　 by　 many 　 aged 　 people　is

very 　high，　 approaching 　daytime　temperatures．
　2）　 Due　 to　lack　 of 　heating，　 the 　 winter 　 night 　tilne　 ambient 　 room 　temperature 　is　 strongly 　infiu−

enced 　by　the 　outside 　temperature 。

　 3）　 Aged　 women 　 generally　 wear 　 lighter　clothing 　than　 aged 　 men ．　 Most　 aged 　 women 　 pass

their　time　in　 rooms 　 with 　temperatures　lower　than　the　 standard 　 winter 　time 　 temperature ．

　4）　This　 survey 　 suggests 　 the 　 folbwing 　 ranges 　 of 　 comfortable 　 daytlme 　 room 　 temperatures 　 for

the　 aged ：25−29℃ for　 summer 　and 　 20−25℃ for　 winter ．

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 （Receivcd　March　 2，1994）

Keywords ： ambient 　temperature 人 体周 囲温 ，
　 the　aged 　高齢者 ，

　 clo−value 　of　the　 clothing 　着衣

量，living　action 　生 活行動，　 evaluation 　of　 room 　 temperature 室 温 評価 ．

　1． 緒　　言

　本研 究 の 目的 は す で に agI報 ’ ，

で も述 べ た よ うに，

高齢者 の 温熱環 境 の 評価指標を提案す るため の 基礎資

料 を得 る こ と ， お よ び加齢に よ り身体 的機能 の 低下す

る高齢者 に対する快適な温熱環境 の 検討な どで ある．

本 報 で は 第 1 報 に お け る高齢 者 の 温熱環境 に 関す る

実 態概要，なか で も各地 区の 概 要，高齢者の住宅 と住

まい 方 の 特徴，お よ び 日常生活 と居住性評価 な どに 続
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き，高齢者の 日常的な温熱環境 と し て の 人体周囲温 を

具体的 に 測定 し，着衣量な ど に も視点をあて な が ら高

齢者 の 人体周囲温 の 特性 を全 国規模 の 実態調査に基 づ

き考察す る．

　今 日 ま で の研究で は，高齢者を対象 とする もの が 少

な く，わずか に一般の健常者 を対象 とした 住宅温熱環

境 の 実態調査 と して ，専業主婦を中心 に した報告
2 ）　1 ／

が み られ る程度で あ り， それ もあ る
．一一

定の 地域 に 限 ら

れ て い た．そ の た め 本研究で は ，高齢者を対象と し て

新潟か ら大分 まで の 全国 6地 区を選 び，各地区 の 高齢

者 の 人体周囲温 などの 測定 を行 っ た．各地区 の 都市気

温 との 関係，着衣量 との 関係，冷房お よび暖房器具 と

の 関係など人体周囲温を成立 させ る諸条件とともに，

各地区ご との 生活習慣をも考慮に入れ なが ら，その 温

熱環境 を考察 した ．また住宅熱環境評価基準値を対照

と し， 高齢者 の 活動 時および睡眠時 の 住 環境 の 良否 を

検討 した．比較対象として 大学生 に つ い て も同様の 調

査 を行い ，高齢者の機能低下 なども合 わ せ 報告す る．

夏　 季

　 　 40

温
　 　 30

度

（
℃ 20
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感 覚   温 冷 感
　   快 適 感

　   室 温 評 価

」．Ki 氏

　 2。 調査方法

　第 1 報に お け る測定調査方法に ほ ぼ 準じ て お り，本

報 で は第 1報 で概 要を示 したように ， 気候 の 異なる全

国 6 地区 （新 潟 ， 愛知 ， 京都 ， 大阪 ， 広 島，お よび大

分）の 61〜85 歳 まで の 高齢者 を調査対象 と し て い る．

また ，比較の た め 大学生 も対象とした ．今回の 調査対

象者数は高齢者の 夏季冬季合計 101 名，大学生 の 夏季

冬季合計 77 名で あ っ た．調査時期は 1988 年夏お よ び

1990年夏，と 1988〜1989年冬お よ び 1990〜1991年

冬で あ る．人体 周囲温お よ び皮膚温 の 測定 は，携帯用

6チ ャ ン ネ ル 式温度記憶装置 （通称 「環境体温計」
q ）

）

お よび熱電対 を用 い て 測定 した．人体周囲温 （肩端上

20cm ）と皮膚温 （胸部，手部，足部の 3 部位）を 5

分間隔で 24時間連続測定 し，デ ータ処理に は 2 時間

ご と の 値を用 い る こ と と した ．ま た，生活行動，温冷

感 ， 快 適感 ， 室温評価お よび着 衣量 に つ い て の 調査 も

合わせ て 行 い
， そ の 調査間隔 を 1 時間 とした。室温評

価 に つ い て は ，「か な り高 い 方が 良 い 」か ら 「か な り

低 い 方が 良い 」まで を 5段階評価 と し て 申告記入 し て

もらっ た．

高齢 者 ・男 性 （64歳 ）
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図 1．　 夏季人体周囲温 ，皮膚温お よび申告 の 経 時変動 と生活行動

44 （456）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan society of Home Economics

NII-Electronic Library Service

Japan 　sooiety 　of 　Home 　Eoonomios

高齢者の 温熱環境に 関する実態調査 （第2 報）

　3．　結果 および考察

　（1〕 夏季の 人体周囲温 の 特徴

　夏季の 人体周囲温 および皮膚温 （胸部，乎部，足 部）

の 経時変動例 を，温冷感，快適感，室温 評価，着衣量 ，

生活行動などと ともに 図 1 に 示す．調査対象者は 64

歳の 有職男性 で あ る が ，自宅に お け る くつ ろ ぎの
一

つ

と して 知的軽作業 を行 っ て い た．住宅は コ ン ク リ
ー

ト

造 2 階建 で あ り，そ の 2 階部分 で 過 ご す時 間が長 く，

夏季 で あ る た め 室 内 の 人体周 囲温 は 30 ℃ に 達す る こ

とが ある．こ れ に対応する ため 午前中と睡眠中は 暑さ

を我慢 して い る が，正午か ら就寝 まで は ク ーラーに 依

存 して い る．個室冷房 の た め 同 じ住宅 内で も冷房 の 不

均
一

があ り， 食事室 などへ の 移動 がは っ きりと現れ て

い る．図 1 はク
ー

ラ
ー

の 使用調整 に よ り比較 的快適 な

環境に 生活 して い る例とい える．

　そ の他 ， 皮膚温の測定値なども検討する と，人体周

囲温 と皮膚温 との 間 に は ほ ぼ
．・・定の 温度差が 認 め ら れ

る こ とか ら ， 人体周 囲温が皮膚温 の 変化 に影響 を及 ぼ

して い る こ とが うかが え る．特に手部や 足部の皮膚温

に対し て そ の影響は よ り顕 著で あ る．一一・
方，高齢者は

大学生 に 比べ て 身体各部位に よ る皮膚温の 差が小 さい

こ とが 多い が ，こ れ は放熱機関 と して の 手足の 働 きが ，

高齢者 に お い て 衰え て きて い る た め で は ない か と考 え

られ る．また今回 の 調査に お い て，全般的に コ ン ク リ
ー

ト造 の 住宅は木造 の 住宅 に比 べ 外気温 の 影響 が少 な く，

日較差 の 少 ない 屋 内環境 で あ る こ とが わか っ た．

　1）　 夏季の 活動 時お よ び睡 眠時 の 人体周囲温

　図 2 か ら図 4 まで に ， 夏季の活動時お よ び睡眠時に

お け る 人体周囲温の 各地区別平均値を示す．また 各都

市 （7 月か ら 9 月 ま で 〉の 平均気温 を理 科年表
3 ）

よ り

引用 し合 わせ示 して い る．愛知地区 としては名占屋市

の 都市気温 を載 せ た．図 2 は 男性高齢者 に つ い て の グ

ラ フ ， また図 3 は女性高齢者に つ い て の もの で あ る．

全般的に ，活動時の 人体周囲温は睡眠時の 人体周囲温

よ り少 し高 く，また活動時の 標準偏差 も睡眠時 の 標準

偏差 に比べ て 少 し大 きい ．こ の 活動時 の 標準偏差 の 大

きさは ， 温 度差 の ある温熱環境 の 異 なっ た場所 へ の 頻

繁な移動を示す もの で ある．

　新潟地区は蒸暑気候で高温多湿 とな る た め ， 従来か

ら住宅は 開放的な 間取 りが 多 く，室 内を ほ とん ど冷房

す る こ とがな く時 々 扇風機 を使 う程度 で あ り， 人体周

囲温がか な り高温 とな っ て い る． こ の ため図中 に 載せ

た
一

般 的都市気温 の 傾向とは 逆 に，今回 測定 し たどの

地区よ りも高い 人体周囲温 を示し て お り，活動時に お

ける周囲温に つ い て は 新潟地区と他地区との 問に有意

な差 が 認 め ら れ た （男性 高齢者 の 場合 ：t検定値 p〈
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図 2 。 夏季地区別 人体周囲温 と標準偏差 （男性 高齢者）

■ ，活動時 ；口，睡 眠時 ；◇，都市気温．

図 3． 夏季地 区別人体周囲温 と標準偏差（女性高齢者）

■，活動時 ；口 ，睡 眠 時 ；◇，都市気温．
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図 4 ．　夏季地区別人体周囲温と標準偏差（女子大学生）

■，活動時 ；口，睡眠時 ；◇，都市気温．

0．05 ；女性高齢者 の 場合 ：t検定値 p〈 0．Ol）．愛知

地 区も暑 い が，や は り開放的 な住宅 で あ るため扇風機

を使用 し， 冷房器具 の 使用 は比較的少な い ．広島地 区

は IO例 中 8 人が ク ーラ ーを所有 し て お り，使用率は

高 い と考えられ る．大分地区で は，午後 の 室内蓄熱の

た め に 過ご しに くい 夕刻の 団 らん の 時に ク
ー

ラ
ー

を使

用する 程度で ，通常は扇風機で過 ご して い る。

　 図 4 は女子大学生 の 各地区別人体周 囲温 の 平均値 を

示 して い る ．こ の 場合 も活動時 の標準偏差 は 睡 眠 時の

もの よ りや や 大 きい ．

　 高齢者 の 人体周囲温 は 男性，女性い ず れ （図 2 ， 3）

の場合に お い て も，睡眠時の 人体周 囲温が活動時 の 人

体周囲温に著 し く接近する か，あ る い は 睡眠時 の 周囲

温 が わ ず か に 高 い 地区 もあ る ．しか し女子大学生 の 場

合 ， どの 地 区 に お い て も活動時よ り睡眠時の 人体周囲

温平均値が必ず小 さ くな っ て い る．こ れ は 女子 大学生

が常に快適 な睡眠環境へ の 調整を して い る 現 れ で あろ

う．

　 2）　夏季活動時 の 人体周 囲温 と着衣量

　図 5 および図 6 に 活動時 の 人体周囲温 ， 着衣量 （clo

値）の 平均値 お よび住宅熱環境評価 基準値
6 ：1

（高齢者

また は
一
般成人 ）の 範囲などを示 して い る ．図 5 は 高

齢者 （男性，女性〉活動時の場合で ある．新潟地区の

人体周囲温が か な り高 い こ と は す で に 述 べ た が ，そ の
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図 5． 夏季人体周囲温 と 着衣量 （高齢者 ， 活動時）
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図 6 ．　夏季人体周囲温と着衣量 （大学生，活動時）
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他 の 地区にお い て も，点線で囲 ん だ熱環境評価基準値

（23〜27℃ ）の 範囲内 の 周囲温 になる こ とは きわめて

まれ で ， ほ とん どの 地区に お い て 基準値をかな り．ヒ回 っ

て い る．相対的に ， 男性高齢者よ り女性高齢者の 人体

周囲温の 方が やや 高い 傾向に あ り，女性高齢者に つ い

て はかな り過酷 な高温熱環境下 で 日常生活 を営 ん で い

ると考え られる．

　図 6 に は大学生活動時 の 場合 の 周囲温 と着衣量 を示

すが，ほ と ん ど の 地区に お い て 人体周囲温 は熱環境評

価基準値 （25〜29 ℃）の 範囲 内に あ る．こ れ は基準

値 の 範囲が高齢者の それ よ り2 ℃高い こ と， お よび 大

学生 の多くが クーラーなどの冷房設備を調整 して ，快

適な環境づ くりに努力 して い る た め と考え られ る．

　 図 5お よ び 図 6 よ り，すべ て の 地 区に お い て ，活動

時における男性高齢者と男．fL大学生 の 着衣量 （clO 値）

に つ い て は男性高齢者 の 方が多 く， また人体周囲温 に

つ い て も高齢者の 方が高く ， 大学生 との 間に有意 な差

が認め られた （t検定値 p〈 0．05）．なお，女性高齢

者と女子大学生 の着衣量に つ い て も女性高齢者の方が

多い 。高齢者の 男性，女性に つ い て は女性の方に薄着

の 傾向が み られるが ，有意な差は 認め られなか っ た．
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　3＞　夏季睡眠時の 人体周囲温と着衣量

　図 7 に睡眠 時の 高齢者 （男性 ， 女性 ）の 人体周 囲温 ，

着衣量平均値お よび住宅熱環境評価基準値 を示す ．点

線で 囲 ん だ評価基準値 （23〜27℃ 〉の 範囲内 に くる

人体周 囲温 は ご く少な く，ほ とん どの場合基準値 よ り

高温 で ある．こ の た め ，睡 眠時の 温熱環境 も決 し て快

適 とは言えない ，こ の 睡眠時 の 人体周囲温 に つ い て は

男性 の 方が高 く女性 との 間に 有意な差が 認 め られ る

（’検定値 p〈 0．05）．また，愛知地区な どで は寝室

で扇風機を使用 し体感温度 の 低下 に努め て い る例がみ

られた．

　図 8お よ び図 9 は 人体周 囲温 の 各地区平均値 と着衣

量の 関係を図示 した もの で ある．図 8 は 高齢者 （男性 ，

女性 ）の 夏季お よ び冬季に つ い て，各地区別の 平均値

と して プ ロ ッ トして あ る。また 図 9は 大学生 （男性，

女性 ）の 夏季お よび冬季 につ い て各地区別 の 平均値 を

示 して い る ．図 8 と図 9 よ り，一
般 的 に 夏季 の clo 値

は 冬季に 比 べ て狭 い 範囲に あ る こ とが わ か る．そ の う

ち高齢者の 着衣量 （0．2〜O．7clo）と大学生 の 着衣量

（0．2〜0．5clo ） と で は
， 大学生 の clo 値が よ り小 さ

い 値の 狭 い 範囲にあ り大学生 の 夏季における軽装傾向

が認 め られ る．
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　  　冬季の 人体周囲温 の 特徴

　1） 冬季 の 活動時 お よ び 睡眠時 の 人体周囲温

　図 10か ら図 12それぞれに，男性高齢者，女性高齢

者 ， 女子大学生 の
， 冬季 の 各地区別 の 活動時お よ び 睡

眠時に おけ る 人体周囲温 の 平均値の グ ラ フ を示す ，ま

た 図中に は 各都市 （12 月か ら 2 月まで ）の 平均気温

を 理科年表 よ り合 わ せ 示 して い る．愛知地 区 と し て は

名古屋 市 の 都市気温 を載せ た．い ずれ の 場合 も活動時

の 人体周 囲温が
一

番高 く， 睡眠時 の 人体 周囲温 に比 べ

5 ℃以上 の温度差が生 じて い る．冬季活動時の 人体周

囲温の標準偏差に つ い て は ，夏季の 場合の 約 2倍以上

とな り冬季の 周囲温変動 の 大きさを物語 っ て い る．

　今回 の 測定地区 の うち最 も寒 い 地区が新 潟であるが ，

それ で も平均外気温が零下 になる こ とはなく 3 ヵ 月間

の 平均値 も 3℃程度あ る．新潟地区 で は開放 的な間取

りと 断熱性能の 不十分な住宅が 多い た め ，活動時の 高

齢者 の 居室で は ス ト
ーブ とこ た つ を使用 して お り，人

体周 囲温 はか な り高 くして あ る が，しか し評価基準値

よ りなお低 い ．また個室暖房で あ るため ， 暖房室 と非

暖房室 との 温度差 が 大 きく標準偏差は約 8 ℃に 達 して

お り，今回の 測定地区の うち人体周囲温変動の最 も激

しい 地区 と い える．愛知地区は 比較的温暖な気候 と考
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えられ，こ た つ や電気 カーペ ッ トを主 な器具として採

暖 して い る ため人体周囲温 として は低い 値を示し て い

る．大分地区で は こ た つ
， 石油 ス ト

ーブ，フ ァ ン ヒ ー

ター，電気カーペ ッ トな ど が使用 され る が，複数 の 器

具 を 同時 に 使 う こ と は 少 な く単
一

の 暖房器具 の 使用 で

満足 して い る．

　以上 の ように各地区 の 睡眠時の 人体周囲温に つ い て

検討する と，寝室全体を暖房する器具 は あまりな く，

図 10 か ら図 12 まで の すべ て の 場合にお い て，睡眠時

の 人体周 囲温 と都市気温 との 各地区別 の 相対値 に 比例

関係 が十分認 め られ ， 夜 間の 寝 室内人体周囲温 は外気

温に影響 され て い る こ とが うかが える．

　 2）　 冬季活動時の 人 体周囲温 と着衣量

　図 13 と図 14 に活動時 の 人体周 囲温 ， 着 衣量 （clo

値 ）の 平均値 お よ び 住宅熱環境評価 基準値 （高齢者 ま

た は
一

般 ）などを示す．図 13 は 高齢者 （男性 ， 女性）

の 場合 で あ るが，い ず れ の 地区 も点線 で 囲ん だ熱環境

評価基 準値 （21〜25 ℃ ）の範囲 よ り低 い 人体周囲温

を示 し，寒い 環境に生活 してい るとい える．新潟地区

などは，平均値で み る と基準値に近 く良い 環境 の よう

に 思 え る が ，こ れ は 身近 に ス トーブ を置 い た 40 ℃ の

高温 に暴露 された環境 か ら全 く暖房 され て い ない 5 ℃

の 場所へ 往復するな ど，住宅 内の 人体周囲温の 場所に
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図 13． 冬季人体周囲温と着衣量 （高齢者，活動時）

■，男性 ；○，女性．

図 14． 冬季人体周囲温 と着衣量 （大学生，活動時 ）

■，男性 ；○，女性．
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よる温 度差 の 大 きい 状態を平均化した結果 であ り，決

し て 良 い 環境 とは い えず今後改善すべ き高齢者 の 温熱

環境の 問題点である．愛知 ， 京都 ， 大阪地区な どで は

暖房器 具 の 使用だ けで なく衣類の 重 ね着に よ り調整 を

行 っ て い るた め
， 他 の 地区 よ り着衣量が増加 し て い る．

広島地区で は気候 的 に 温暖 で あ る こ とや ス ト
ー

ブなど

の 暖房器具を使用 し て い る こ とな どか ら ， 他 の 地 区 に

比べ て 着衣量は比較的少ない ．大分地区の 寒さはあま

り厳 しくな くわずか な採暖で し の げる程度の温熱環境

で あ る．

　図 14 に 大学生 の 活動 時 の 人体 周囲温 と着 衣量 を示

す．人体周囲温は熱環境 評価 基準値 （18〜24 ℃）の

下端で ある 18 ℃近 くに分布 して い る ため ，基準値の

範囲が高齢者の 場合 よ り 3℃下方に広 い こ とも合 わせ

考 えると，高齢者 の 環境よ り良い 環境 をつ くっ て い る

とい え る．また ， 人体周囲温 の 平均値 と着衣量 の 平均

値か ら，こ れ らが ほ ぼ 逆 の 関係に ある こ とが認め られ ，

周囲温 と着衣 量 と の 相関関係が 十分 うか が え る．

　活動時の 着衣量は，全般的に み て大学生 よ り高齢者

の 方が clo 値に して 0．4clo程度大 きく，高齢者の 厚

着の 様子が確認で きる．また ， 男性 の 人体周囲温 に つ

い て は，大学生 より高齢者 の 方がわずかに高 く有意 な

差 が 認 め ら れ た （t検定値 pく 0，05 ）．

　3） 冬季睡眠時の人体周囲温と着衣量

　図 15 に高齢者 （男性，女性 ）の 睡眠時の 人体周囲

温 ， 着衣量平均値お よ び住宅熱評価基準値を示す．点

線で 囲んだ評価 基準値 （18〜22 ℃）よ りか な り低 い

部分 に人体周 囲温が存在 し， 寒い 睡眠環境 で あ る こ と

が うかがえ る．

　そ れ ぞれ の地区に つ い て寝室 の 暖房の 状態を見ると ，

新潟お よ び愛知地区で は寝室 を暖房しな い かわ りに ほ

とん どの 人が寝具 内に電気毛布ある い は あん か を使用

して 寝床 を暖め て お り t 人体周 囲温 と して は 10℃程

度で あ る ．大 阪地 区 で は 高齢者全員が電気毛布を使用

し て お り，また寝室 を暖房する もの も 5例 中 3例 ある

など睡眠時の 温熱環境の 改善に努め て い るが評価基準

値に は達し て い な い ．

　睡眠時 の 人体周 囲温 は活動時の 人体周囲温に 比較 し

て 全般 的 に 5 ℃程度低 く，そ の 差は両者 の 評価基準値

の 差よ り大きくな っ て い る．

　図 8 お よび図 9 に お い て ，夏季 の clO 値 は全般 的に

狭 い 範囲 に あっ た が ，冬季の 場合はかな り広 い 範 囲 に

分布 して い る．冬季の高齢者の clo 値の 地区別平均値

の 範囲 が約 0．5 か ら 1．7clo程度で あ る の に 対 し，大
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図 ユ5． 冬季人体周囲温と着衣量 （高齢者 ， 睡眠時）

■，男性 ；○，女性．

学生 の clo 値 の 範囲 は 0，5 か ら 1．2clo程度とや や 狭

く， しか も下方 の 範囲 に 多 くあ る こ と よ り，高齢者 の

厚着に よる着衣量 の 多さが認め られる．特に愛知地区

な どで は 夏季 ， 冬季 とも高齢者 の 着衣量 の 方が大学生

の着衣量よ り多い ．また高齢者は冬季 ， 上着類 の 重ね

着が多 い ため ，女子大学生 との 差がか な り大 き くな っ

て い る ．睡眠時 に お い て も高齢者は寝間着以外 の 衣類

の着用 が多く， 寒 さを着 衣量で対処 しよ うとする傾向

がみ られる．こ の ように高齢者 は冬季，人体周囲温が

夏季 よ り 10〜15 ℃低 い にもか かわ らず ， 重ね着 と暖

房の た め皮膚温に お い て冬季の方が若干高 い 傾 向も生

じて い る．大阪地区で も人体周囲温が低 い 場合 はかな

り厚着 を し， 着衣 に よ る調 節が行わ れ て い る．また ，

人体周 囲温が基準値よ りか な り低 い 地区に お い て ， こ

たつ や 電気カーペ ッ トな どの 局所的な採暖方法で温度

調節を行 っ て い る例がみ られた．

　（3） 人体周囲温 と室温 評価

　図 16 お よ び図 17 に 人体周 囲温 と室温評価 との 関係

を全地区の平均値と標準偏差 とで示 して い る．室温評

価 に つ い て は ，「か な り高 い 方が良い 」か ら 「か な り

低 い 方が良い 」ま で を 5段階 の 評価 と し， 1時間ご と

の 申告 に基 つ きまとめた もの で あ る．図 16 に夏季の
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図 16．　夏季人体周囲温 と室温評価の 関係
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図 17． 冬季人体周囲温と室温評価の 関係

40 ℃

高齢者 （上段）お よ び 大学生 （下段 ）の場合を示す，

こ れ らを み る と，高齢者お よび大学生 い ずれ に お い て

も ， 人体周囲温と室温評価 と が ほ ぼ 直線的な比例 関係

に ある．す なわち ， 低 温 で は 「や や 高い 方が良い 」ま

た高温で は 「か な り低 い 方が良い 」となっ て い る．

　 ま た 図 17 は冬季 の 高齢者 （上 段 ）お よ び大学生

（下段 ）の 場合 で ある．こ の 図か らも人体周囲温 と室

温評価 との 間 に比例関係は個 々 に 認め られ る が ，高齢

者 の 男性 と女性 との 問に 「か な り高 い 方が良い 」と評

価す る 人体周囲温に つ い て差が あ り， 女性高齢者の 人

体周囲温は 5 ℃以 上 も男性高齢者よ り低 く，女性 の 温

熱環境の 悪 さが うかが え る．

　前節の 着衣量を考慮 して，高齢者の 夏季 の 着衣量 を

0．2 〜0．7clo と し，ま た 活動 す る た め の 冬季の 着衣

量 を 1．0〜1。5clo と と り， 安 静 な作業 と して 0．8〜

1．Omet を与えれ ば，本測定 調査 か ら高齢者 に 対す る

快適な室温 と して 次の 温度範囲が得 られる．こ れ は

ASHRAE ’ ）
の 快 適範囲 とほ ぼ等 し い か 少 し高い 程度

の 温度で あ る 夏季 の 場合 25 か ら 29℃
， 冬季 の 場合 20

（463）

〜25 ℃ とな り，
一
般的に 使用 で きる もの で あ る．

　4． 結　　諭

　新潟か ら大分 まで全国 6地区 に居住す る 高齢者を対

象に ，夏季 と冬季にお い て 住宅の温熱環境 ， 生活行動 ，

着衣量 ，室温評価お よ び人体周囲温 な どの 経時変動に

つ い て の 実態測定調査 を行い ，温熱環境 の 高齢者に及

ぼ す影響を検討 した ．また，大学生 に つ い て も同様の

調査 を行 い 高齢者の 比較対象とした．そ の 結果を要約

す る と次 の とお りで あ る ．

　（1） 高齢者の 夏季 人体周囲温は活動時お よ び睡眠時

の値がか なり近接 して お り良好な睡眠環境 と は い えな

い ．

　（2） 冬季の寝室 は 暖房 される地 区が少 な く，寝室内

の 人体周囲温は外気温に影響 され る こ とが 多い ．

　（3） 男性高齢者は ， 室温 に対応 して 着衣量を調節す

る とともに，夏季 の ク
ー

ラー使用や 冬季 の 暖房 に も十

分注意 を払っ て い る．大阪 お よ び広 島地 区 で は ， 気候

的にも温 暖 で ある こ とや ス ト
ー

ブな どの 使用 に よ り部
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屋全体が暖房 され て い るためか ， 他 の 地 区に比 べ やや

薄着である．

　（4＞ 女性高齢者に つ い て は，男性高齢者よ り比較的

薄着 の 傾向がみ られ，また暖房方式による違い も認め

られる．住居内 の 冬 季人体周 囲温 に関 して は 20 ℃以

下 の 場合が多 く，女性高齢者は比較的低温の 室 内 で 生

活 し て い る こ と が うか が え る．な お ，こ の 結果 は専業

主婦 を対象とした 実態調査
Z ’ 1 ）

の 結果と もほ ぼ 一致し

て い る．

　（5） 高齢者に 対する実態測定調査 か ら考え られ る

快 適な室温範囲は次の よ うに な る．夏季の 着衣 量 を

0．2〜0．7　clo，ま た 冬季の着衣 量 を 1．0〜1．5　clo と し，

作業を 0．8〜1．Omet とする と，快適な室温範囲は夏

季の 場合 25〜29℃とな り， また冬季 の 場合は 20〜25

℃ と考え られ る ．こ の 値はASHRAE の 示す快適 範囲

とほ ぼ 同等か ， あ る い はわずか に 高 い 程度 で 合理的 な

値 とい える．

　本研 究は ，昭和 62年度お よ び 63年度文部省科学研

究費 「総合研 究 （A ）課題番号 ： 62304058 」の 助成

を受 けた．なお本研 究 を行 うにあた り， 調査測定に ご

協力 い ただ い た多 くの 対象者の 皆様お よび こ れ らの 結

果をまとめ る に あた りご助言い た だ い た 方々 に深謝の

意を表し ます．
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