
Japan society of Home Economics

NII-Electronic Library Service

Japan 　sooiety 　of 　Home 　Eoonomios

日本家政学会誌 　VoL　49　No．9　9，　75− 　984 （1998）

平成 10 年度 学会賞受賞記念論文

住空間の 快 適性 に関わ る生理 ・心理学的研 究

梁　瀬 　度 　子

（武庫川女子大学 生 活環境学部）

AStudy 　oll　the　Physlological　and 　PsycholQgical

　　　 Comfort　of 　Residentlal（）ondiUons

Tal〈uko 　YANASE

Facuit］y，　of 　HtAtnan　Environmen 　tat　Scerヨces，　Mt ごkoga｝va 　IVomen
’
s　Universit．v．　Nis’tinorn 　i．ya　663−8558

Keywords ： sleep 　environment 睡 眠 環墳，　 bed　cllmate 　寝 床 内 気候 ，　 the　aged

adaptation 　温 熱適応，　 living−】『oom 　団 ら ん 空間，　 visual 　environment 視 環 境．
高齢者 thermal

　 1．研 究 の 概要

　 人 間 に とっ て住 むとい う こ とは 最 も基本的な生活行

．為で あ る．

　住居の 基本 的機能 と して 雨露を凌 ぎ災害か ら身を守

る 初原 的 な機能，つ ま り安 全性 を確保する こ との ほ か

に 気候緩 和 の 機能は健康 を保持す る 一ヒで 重要 な要素 で

あ り，住 居 の 物理 的環境条件が 人 間の 健康上 に 影響 す

る 問題 は多い ．

　 と こ ろ で ，健康 とは WHO で 提 唱 され て い る 心 身と

もに 健 全な状態 で あ る こ と を意味 し，物理 的環境 条件

の ほ か心理的環境条件 も重 要 で あ る．こ こ で い う心理

的環境 とは，住居 との 対応 を考え た 場合に は む しろ 物

理的環境 か らもた ら され る入間行動へ の 問題 で あ る ．

つ ま り，環境 の 物理的諸 条件が 人間の知覚 を通 して 脳

に イ ン プ ブ ト さ れ ，脳 の 伝達回路 を通 じて 感情を起 こ

させ 行 動 に結 び付 くの で ある が，こ の 人 間の 欲求 を探

る 場 合 ど の よ うな感情 （イ メ
ー

ジ） を抱 きそ れ が ど の

よ うな行動に 移 され る か
， 欲求 を 雰 囲 気 づ くりの 問題

と し て扱うこ とも必 要 で ある と考 え ら れ る ，

　 以 上 の 視点 か ら，本婿 究 は 環境 と人間 と の 対応 に 焦

点をあ て ，主 と して 住居 内の 物理 的環境条件がそ の 中

で 生 活する人間 の 快適性 1こい か に 関 わ っ て い る か，い

い か え れ ば 人 間が 住空 間 に お い て 快適 に 過 ご す た め の

条件 を導き出すこ とに 主眼をお い て行われ て い る．

　 住 空間 に お け る 人間 の 行動を，休患、と労働の 二 つ の

行為の 面か ら とりあげ，休息 で は 睡 眠 と 団 らん を，労

働 で は 家事作業 を対象と し，また，人 間側 で は一般成

人 お よ び わ が 国 の 人 口構成上 か ら と くに 高齢者 を対象

と して い る、そ して ，住空間の 快適性 をどの レベ ル で

取 り上 げ る か に つ い て は ，対象 とする 空 間や行動内容

か ら ， 人間 の基本的 な生活欲求す な わ ち ， 安全
， 健康，

能率，快 適 の 各 レベ ル の うち，高齢者に 対 して は安全，

健康 を主体に ，
一

般 成人 に は 能率 ， 快適 性 に 重 点をお

い て 牛 理，心理 両面か ら検討 して い る ．

　研 究は大 きく3 つ の 項日 に 分類 され る．先ず第
．一一

の

研究は，住居内 で の 生活行為の 大きい ウ エ イ トを占 め

る寝室，す なわ ち睡 眠環境 の 快 適性 に 関する研究で あ

D ，主 と して 生 理 的 側 画か ら検 討 を加 え て い る．第二

の 研究 は，高齢者 の 居住 空間の 快適性に 関わ る研究 で

あ り，高齢者 の 身体 的特性 と住空間との 関わ りに つ い

て 実態調査を中心 と し，実験 に よ る 生 理的側 面 か ら の

検 討 も若 干行 っ て い る，そ し て 第三 の 研 究 は ，住 まい

の 休息空 間と し て居 間を対 象 と し
，

ダ イ ニ ン グ お よび

キ ッ チ ン を含め て 団 らん空 間 と して の 快適性に 関わ る

心理的側 面か ら の 研究で あ る．以下 に研究結果 の概要

を述 べ る．

　2，睡 眠環 境の 快適性 に 関 す る研 究

　人間 に と っ て 睡眠 は 人生 の 1／3 を占める休 息 ・安 ら

ぎの 重要 な時間 で あり極め て 日常性 の 高 い 行 為 で ある

が
， 睡眠 に 関する 従来の 研 究 は 主 と して 医学 の 分野 か

らの 病態生理学的研究が 主流 に な っ て お り，い わ ゆ る

生活者 の 立場 か ら の 日 常 睡眠 に 関す る 研究 は ，ご く最

近に お い て 漸 く本格的 に進 め られ る よ うに な っ て き た ．
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図 1．各季節 に お け る 寝床気候 の 例 く敷布団部位 ）

その 理由 の
一

つ と して，睡眠 の 場である寝室が住空 間

に お け る プ ラ イ ベ ー
トゾ ーン で あ り，且 つ 寝室に 対す

る 生活者 の 意識 と考 え方が ，日本古来の 伝統的多目的

空間 で の 就寝習慣や環境 の 狭隘 性 な ど に よ っ て 寝室の

位 置づ けが 非常 に 低 か っ た こ とが あげ られ よう，

　 し か し，高度経済成長期を きっ かけ に 生 活水準 が 向
上 し，生活者 の 住に 対 す る関心 の 高ま りと と も に健康

ラ イ フ 志向が 芽生え，健康の 3 大柱の 一
つ として の 休

養 睡 眠） に 目が向け ら れ る よ うに な っ て きた た め
，

生 活者 の 立場か らの R 常睡眠 に つ い て の 研 究 の 重要性

が認 識 され，こ の よ うな背景 か ら睡眠研究 が急 速 に進

展 し て きた の で あ る．

　（］） 寝室 の 温熱環境 と寝床内気候

　寝室 の 物理的環境条件が睡 眠 に影響を 及 ぼ す こ とは

よ く知ら れ て お り，な かで も日常暴露 され て い る範囲

に お い て は 温熱 環境条件の 影響が最 も大 き く，寝室 の

温湿度条件が 寝 具を通 して 寝床内気候に 影響 し，睡 眠

の 質的 レ ベ ル に 大きく関わ っ て い る ．高温多湿なわが

国 の 夏季は，寝具 に よ る 調節の み で は 十分な睡眠が と

れ る快適環境が得られ 難 く， 空調機器等に よ る室内環

境 の 調節が必要とな る こ と から，先ず，酷寒 ・酷暑期

に お け る寝室環境 条件の 制御の あ り方 につ い て の 研究

を行 っ た
ヱ ”］3

，

　D　寝床内気候 か ら み た寝室 の 温熱 環境条件

　寝室 の 温熱要素 が寝具 を通 して寝床内気候 に 影響 し，
また，睡眠 中 の 人体 か らの 放熱や水分 の 放 出 に よ っ て

寝床内気候が 変動 す る．四 季の 寝床内気候の 経時変動

　 　 　 覚 醒

　　 駆
レ ム ー

　　讐
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図 2．季節別睡眠深度 と静止持続時 問

を記録 した結果
5
，図 1 に 示す よ うに 睡 眠中，敷布団

と身体が接す る 部位の 温度は ，入 床 と と もに 急激に E

昇する が約 30 分 後に は 平衡状態 に 達 し，そ の 時 の 温

度は 年 間 を じて 32〜35℃付 近 を推移 し な が ら朝方 の

覚醒 に 至 っ て い る．一
方，湿度 （RH ）は温 度 と は 逆

の 位相を示 しなが ら変動す る が ，季節的差異が 大 きく

特に 夏季は 非常 に 高湿で あ る ．春 t 夏，冬季にお け る

同
一

人 の 生理 反 応か らみ た睡眠経過 の
一

例 を示す
1’i

｛図 2｝ と，春季 は 入眠 後 90ヨ DO 分 を周期 とす る 規

則的 な ウ ル トラ デ ィ ア ン リズ ム が繰 り返さ れ て お り，
脳 波的睡眠深度に対応 して 静止持続時間も長 い もの と

短 い もの とが交互 に 出現 して い る ．冬季 も春 季とほ ぼ

伺様な経過 を示 すが，体動が 非常 に 少 ない の が特徴的

で ある ．こ れ に 対 し夏季で は ，小 刻 み な体動 の 増加 と

それ に 伴 う脳波 の 一
時 的 な 浅層化 とともに リズ ム の 乱

れが著 しい ，久野
聖t’

に よ る と人体が 暑 さを感 じな い ，
い わ ゆ る発汗が 認め られ な い 状 態 の と きに も体熱放散

の 24　％ は 不感 蒸泄に よ っ て 放 出 され て お り，室 温

28．5℃ で は約 30％ ，32℃ で は約 50％ に 増加 し発汗が

認 め ら れ る よ うに な る ．睡眠中 は 体温が低め に リ セ ッ

ト され る こ と か ら発 汗が増加するが，夏季の 寝室の 環

境温 は 29〜30℃ に 達 し て い る こ と か ら，発 汗 の 増 加
に よ る 寝床内気候 の 湿潤化 は容易に想像 される．睡 眠

中の 種々 な生理反応か らみ て ，快適な睡眠 が得 ら れ る

｛976）
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図 3，暖房器 具 の 有無 に よ る 入 眠潜時の 比較

寝床 内気候条件 と し て 温 度 33± 1℃，湿 度 （RHI　 50

± 5％ の 範 囲 を 提 案 した ，

　寝 室 の 温 熱 環 境 条 件 の 快 適範 囲 に つ い て は ，

Alainiへ に よれば セ ミ ヌ
ー

ドの 被験者で あれ ば t。＝32℃

で あ る と して お り，また ，温熱快適域 か ら気温 の 上昇

や h
．
降 は睡 眠段 階 を変化 させ ，覚醒時間の 増加 をもた

ら し通 常の睡眠経過 が 乱 れ る
「 一？L，

と い う報告が ある ，

通常 の 着衣状 態で の 快適睡眠 が 得 られ る範囲 に つ い て

は 、夏季 の 夜間 を想定 し寝室の 種 々 の 温湿度条件を組

み 合わ せ 睡眠 中の 寝床内気候 お よ び 生 理反応を測定 し

た 結果
51

か ら，湿度に よ る コ ン トロ
ー

ル が 可能 な温度

は 28℃付近 が 限 界 で あ り ，
起 床時の 睡 眠 充足 度 な ど

と考 え合 わせ 夏季 の 寝 室環境 と して 28℃ ，50〜60％

が許容範囲の 上 限 と考え られる，．一
方，冬季は寝具 の

冷湿感 が刺激 とな っ て 入 眠潜時へ の 影響を もた ら し，

四季 の 中 で は 最 も遅延する 傾 向が ある が，電気毛布な

どの 寝床内暖房具で 加温 する こ と に よ り入眠潜時の 短

縮化に効果 が ある こ とを明らか に した
〜1’

（図 3）．また ，

種 々 の 室温 で の 実験 に お い て ，13℃ の 環境で は 中途覚

醒お よ び REM 睡 眠期 の 減少 が 確 認 さ れ て お り，わ れ

わ れ の 研究結果 に お い て も ユ3℃ で は 中途覚 醒 の 増加

と REM 睡眠 時間 の 短 縮 化 が 認 め ら れ て い る
t”
．こ れ

らの 結果か ら，冬 季 の 寝室 の 室温 と して 13℃付近 が

限界で あ る と考え られ る．

　 （2） 睡眠 中 の 皮膚温 の 挙動か らみ た睡眠経過

　 睡眠時 ，コ ァ 温 は 低 い レベ ル に リ セ ッ トされ て末梢

部の 毛細血 管 の 拡 張 や 発汗 に よ り放熱する機序が働 き，

睡 眠段 階 3，4 に 達 し た時点で の 末梢部 の 皮膚温上昇

が顕著 で ある ．こ れ とは対照的に前額部の 皮膚漏は低

図 4，人 眠時 か ら深眠時 に 至 る皮膚 温 の 変化 （秋季

　　 の 例）

F し覚醒時 に 比べ て 頭寒足熱の 状 態 とな り，身体各部

位の 皮膚温が 34〜36℃ 付近 に収束す る
！3

（図 4）場合

が 多 い ．こ れ ら身体各部位 の 皮膚 温が睡眠深度に連動

して 変化 す る こ と は 一．
般 に知 ら れ て い る 現象で ある が ，

い ずれ の部位 の 皮膚温が睡 眠深 度に 最も関係が 深い か

に つ い て は ，まだ明確に さ れ て い ない ．従 っ て ，こ れ

らの 関係 を明 らかにで きれ ば，入 床後早期に皮膚羸が

こ の ような状態 に 達す る よ うな環境条件を設定す る こ

と に よ り，入眠 を促 し安定 した眠 りが得 ら れ る と い え

る．と くに 入眠 か ら深眠 に 至 る時点で の 皮膚温 の 挙動

が 馴 らか に なれば，そ の 部位 の 皮膚温 を指標と して 温

熱環境条件を コ ン トロ ー
ル すれ ば ， 快適 な睡眠経過が

持続で きる の で はな い か と考え られる．

　詳細 な検討結果 か ら
， 身体 各部位 の うち人眠時点 に

おけ る前額部皮膚温 の 挙動が脳波 的睡眠深度に非常に

よ く対応 し て お り，眠 りが深 くな る に つ れ て 前額部皮

膚温 が低 下 し，
REM 期に は若干上 昇す る 傾 向を示す ，

こ れ らの こ とか ら前額部 の 皮膚温 が 睡眠段階 を判定す

る 有力 な指標の
．一

つ と し て あげ られ る の で は な い か と

考え られ る 、睡眠 中前額部の 皮膚温が低下 す る生理的

現 象 に つ い て は ，こ の 部位が 脳 に 最 も近 い 部位で あ る

こ とが 原因で はな い か と推察 され て い る が，こ れ らの

体温 調節機構の 解明の 必 要性が示唆 され る．

　 （3〕 温熱生理学 か ら み た快適睡眠環境 の 新 しい 制御

　　　 の あ り方

　前 項 に 示 した 結果か ら，入眠 を促 し深 眠期を安定持

続 させ て 睡眠 リズ ム を整え る皮膚温条件は，頭寒足熱

の 状態 つ ま り温度 の 高い 前額部 を冷却 し低 い 四肢部 を

加温 して ．皮膚温の 部位差を少な くす る こ と で ある と

言 え る ．環境温 が 低温の 冬季で は四 肢部を加温 して皮
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図 5．気流 の 有無に よ る 直腸温 の 挙動の 比較例

膚血管を拡張 させ，逆に環境温 が 高 く皮膚温 との 差が

少な い 夏季 で は放熱を促進 させ る ため に 四肢部 を 冷却

させ る ほ うが 効果的 で あ る と考
．
え ら れ る，そ こ で 気流

の 暑熱緩和効 果 を利用 して 睡眠時に こ れ を脚部 に暴露

し，睡 眠 へ の 影響に つ い て 検討 して い る ．寝室 の 環境

温度 を夏季の 高温高 湿 の 状 態 （29℃ ，60％）に 設定 し，
人 床 と と もに最 高 40　cm ／s 程度の 不感気 流 に 近 い 微

風 を暴露 し，睡眠 へ の 影響に つ い て検討 した 結果 ，気

流 の 効果が 顕著 に認め られ て い る，すなわ ち コ ア 温 の

下降速度 が 気流 な し に 比 べ て 速 く且 つ 下 降幅が 大きく

な り （図 5），REM 期 の 安定化 や持続時間の延長あ る

い は気流 な しで 見 ら れ た中途覚醒 が 減 少す る な ど の ほ

か，気流 暴露 に よ り放熱を促進させ 気 流 を暴 露 し ない

場合 に 比 べ て 直腸温 の 下降速 度 の 促進 と ド降幅 の 増大，

湿性放熱量 の 減少 （図 6） な ど が認め ら れ た ，

　（4 ） 今後 の 課題

　以 上 ，温熱生理学 に 基 づ き睡眠 中の 身体 の 熱的平衡

か らみた環境条件 の コ ン トロ ー
ル の あ り方に着 H し，

種々 な検討を試み て きた結果か ら，体温調節可能域 か

らみ た 質の よ い 睡眠 が 得ら れ る 環境温度範囲は，13−

29℃ の 問に存在する と考えられ る．さら に近年の 積極

的な快適性 の 考え方 に 立脚 した 場合，従 来 よ り行 わ れ

て きた 寝室全体 の 温 度 コ ン トロ ール 方式 に よる の で は

な く省 エ ネ ル ギ
ー

の 立場に立脚 し，目．つ 身体に負荷 の

少な い 局部制御方式 を取 り入れ た新 しい 寝室環境 コ ン

トロ ール の あ り方 を提案 して い くこ とは 意義あ る こ と

と考え ら れ，今後 の 硫究に期待 し た い ．

　3．高齢者の居住環境の 快適性 に関す る研究

　我が国 の 高齢化が こ れ まで に 辿 っ て きた 道 を振 り返

る と
，

1950 年 を境 と し て そ れ まで 50歳代 で あ っ た平

均 寿命が 6D歳 を超え る よ うに な り，そ の後 50年 の 間

に 加速度的に 伸 び，国際的に比較 して も群 を抜 い て ト
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図 6．気流の 有無による湿性放熱量の 比較

ッ プ の 座 を占め る に 至 っ て い る．また，1967年に 全

人 口 に 占 め る 65 歳 以 上 の 高齢者の 割合が 7 ％ を超 え

て高齢化社会 に 入 っ て 以 来そ の数値は 年々 増加 の
一

途

を辿 り，1995年 に は 遂 に 14％ を超 え て 高齢社 会に突

入 し昨年の 1997年に は 15．6％ に まで 達 し，今後 2020
年まで は 増 え続け る こ とが予測 され て い る ，

　 人口 高齢化に よ る社会的影響 に つ い て考え る と，上

述 の よ うに我が 国 の 高齢 化が欧米諸国 に 比類 の な い 速

さで 進行 して い る こ とか ら，社会構造 の 高齢化社会へ

の移行が急速 に な らざる を得ず社会 シ ス テ ム の 体系的

整備 が迅 速 に行わ れ る 必 要が生 じて お り，加 え て 少子

化の 進展 に伴 う子 ど もへ の 負担の 軽減化か ら，老後の

長 い 期間 をい か に 健康で 充実 し て 送 るか，とい うこ と

が問題 と な っ て い る ．

　加齢 に よ る身体機能の 衰 えから，日常の 生活機 能を

補 完す る た め の 機器 開発や介護 ・医療技術 の 問題 と，
こ れ ら の 技 術 を機能させ る た め の 社会シ ス テ ム を早急

に 整備す る必要が 生 じて い るが，あ ま りに も急激な高

齢化 の進行に 対 して 支援 シ ス テ ム を確 立す る ため に必

要な高齢者 に関 す る 基礎的研究資料 は甚だ乏 しい の が

現状 で あ る．各関連機関 や 部 門 に お い て ，個 々 の 研 究

目的 に 対す る資料 は 蓄積 され つ つ ある が ，い ずれ も断

片的，個別 的なもの で あ り総合的，組織的 に行われた

もの は 殆ど 見当た ら な い ．

　高齢者が 自己の 残 され た機 能 を持続 して 出来 る だけ

長 く自立 した 生活を送れ るよ うに す る こ とは ，高齢社

会 に お け る 不 可欠 の 条件で ある ．今後 は ハ ン デ ィ キ ャ

ッ プ を持 つ 高齢者も人間 と して の 平等 の権利 と義務 を

担 い ，杜会に参加 し て 生 きる こ とを達成 で きる ノ
ー

マ

ラ イゼ ーシ ョ ン とい っ た福祉の 基本概念 を実現す る社

会づ くりが大切 で あ る．その た め に は ，まず 高齢者 の
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心 身機 能 の特徴 を把握 し，高齢者 を理解す る こ と か ら

始め る 必 要があ る．Joseph　II．　Bunzel はあ る文明 の 人

間性 は
， そ こ に お ける老人が ど の よ うに 見ら れ て い る

か に よ っ て 判断 され うる と述 べ て い る．

　高齢者は 自己 の 長 い 多様な生活歴の結果，ラ イ フ ス

タ イ ル や価値観，肉体的健康に おけ る相違 に 加 えて年

齢に お い て も 30 年ほ ど の 幅が あ り，加齢 に よる共通

的特徴 と環境か らもた らされ る 特 異的特徴を有 し て い

る，従 っ て ，高齢者の 居住環境を考え る 場 合に は ，先

ず高齢者の 身体 的特徴 を把 握 し，そ れを踏 まえた 上 で

対応 を考え る必要があ る．

　本 論 文 に お い て は，高齢者 の 身体 的特性
”“　［” 「

とそ れ

をふ まえた ヒで の 家事作業空間や住 空間の 提 案
2S．2’／

，

お よ び生理的特性 と して の 温熱適応の 而 か らの 居住環

境 の あ り方
2S −39’

など に つ い て 検討 した．

　（1） 高齢者 の 身体的特徴

　 1）　加齢 に よ る 形態的特徴

　高齢者男女 1，176入 を対象に 身体計測 お よ び体力測

定 を行 い 加齢 に伴 う変化や 性差 に つ い て 検討 し た 結

果
t14’’” 1

，次の よ うな知見 が 得 られ た ，

　 身体計測値，体力測 定値 と もに 加齢 に従 い 減少 し，

と くに 身体計測値の 減少 は 70 歳代 で 顕著 に表れ 体格

や体型 の変化 が著 しい ．また、図 7 に示す よ う に 男女

ともに 身長の ほ うが指極 に 比べ て減少が 著 し く，と く

に 女性 は そ の 傾 向 が 著 し く体型 の 崩れ が 目立 つ ．計測

値 をも と に作成 し た ス ラ イデ ィ ン グ ス ケ
ー

ル よ り加齢

に よ る 身体諸 計測値 の 変化を年代別に 見 る と，身長 を

基準に した場 合，男性 は 年代 間 で殆 ど差が な く概 ね
一

本 の ライ ン上 に集約で き る が女性 は高年代ほ ど直線が

上方に 位置 し，また
， 青年群 は 最小値 を と る，指極は

水平指標 に も関わ らず 身長 と の 相関 が 高 く，20 歳代

で は 身長 とほ ぼ等 しい 値 を示 す と い わ れ て い る
」1〕 ．そ

こ で指極 を基準に した ス ラ イデ ィ ン グ ス ケ ー
ル を描い

て見た結果，身長 を基準 と した 場合とは逆 に男女 とも

慰
「

ー

［
「
」
ー
i
「
1
「

x
丶

丶

　　 ＼ x

　 　 　 　 ＼ x

　 60　　65　　70　　75
　 1　　 1　 　 〜　　 1
　 64　 69　 74
−一△ 一一反 復横跳 び

一一i −一垂 直跳 び
一。一 握 力

　 60　　65　　70　　75　（議）

　 　 1　　 〜　　 ち　　 1
　 64　 69　 74
− o一 後 ろ そ ウ

ー X 一 閉 眼 片足 立 ち

図 8．運動機能の 中年群 に対す る 相対値

に青年群の 方が上方に 位置 し，年代が 高 くな る ほど直

線は 下 方に 位置す る と い う結果が 得 られ た ．

　Dequeker ら
39
，菅原

4c广
は 身長 と指極 と の 比 は 成熟

期 で は ほ ior　］．O を示すが，指極 は 生 涯ほ ぼ
一

定で ある

の に対 し身艮 は 脊椎 の 加齢変化が主 因 と な っ て 高齢で

は短縮 して こ の 比 が減少 し身長の加齢短縮度 を示す ，

と報告 して い る．本研 究結 果 に お け る ス ラ イ デ ィ ン グ

ス ケ
ー

ル 上 の 奇妙な現象は，加齢に よる身長の 短縮に

よ る もの で あ る こ と が 明 ら か に され た，

　 2）　加齢に よ る 運 動機 能 の 変化

　運動機能に つ い て は図 8 に 示 す 5項 目を測定 し，年

齢的傾向を把握 す る た め に横 断的 に 集 計 を行 い 比較 し

だ
51．そ の 結果，加齢 に 従 い 全て の 測定値は低 下 し柔

軟 度 を 示 す前屈以外 は全 て 男性 の ほ うが優位な値を示

す が男女 の 有意差 は殆ど な くな る，また，バ ラ ン ス 能

を示す 閉眼片足立 ち で 低下 の 度合が 著しい こ とが分 か

っ た ．さ ら に，体型 や 日常 生活能力，運動機能との 関

係 か ら，体重 の 身長比 は 種 々 の持病 と関係 が深 く運動

機能は 日常生活動作 能 と の 関係が深 い こ と，また，青

年期 の ス ポ ー
ツ 歴，家事活動は 運動 能力に プ ラ ス 要因

と して 働 き，一方，喫煙 ，飲 酒な ど は マ イ ナ ス要因と

し て働 くこ と が 明 らか とな っ た （図 9）．

　   　居住環境 と温熱適 応能力

　 人間を取 り巻 く物理的 環境 の うち温度条件は最も基

本的 な環境 因子 で あ り
4 」．
，高齢者 の 温度刺激に 対す る

体温調節反応 に つ い て の 報告も比較的多 くみ られ る ．

しか し，こ れ らの 研 究 は 実験室実験で の 測定が殆 どで

あ り，高齢者 を対象と した場合個 人差が大 きく，且 つ

身体機 能上 に 不 安定要素 を内在 して い る こ と が多い の

で結果に ば らつ きが多 く ， 日常の 生活で 経験 して い る
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図 9．日常 生 活に 関す る ア ン ケ ー ト調査結果 と身体計測お よび体力測定 の 平均 値

　　　との 関係

危険率 ρ くO．Ol、

状態 とは 必ず しも
一

致 しな い 場合 が 多い 、

　 そ こ で ．高齢者の 居住環境 づ くりの た め の 基礎資料
を 得 る 目的 で ，と くに 身体機能 に影響の 大 き い 温熱環

境 に つ い て 地域環境 との 関わ りで 高齢者 の 生活 を取 リ

ヒげ
，

B 常生活状 態に お け る環境 との 温熱対応 を明 ら

か に した
益 一X ，すなわ ち，日常生活に お ける居 住環境

内で の 温熱的対応 の しかた を中心 に 生活空 間や行動様

式，心 身機能 の 活動 レベ ル な ど につ い て，気候風土 の

異な る全国各地 に 在住の 高齢者約 3，000 人 を 対象と し

て 全国
一
斉に ア ン ケー

ト調査を行 い
， 加齢に よ る共通

的特微 と地域に よる特異性 に つ い て 明 らか に した ．

　その 結 果，地域差 が 有意 に 認め られ る の は 入浴行動
や 生 活時間帯であ り， 高緯度地域 の ほ うが 入浴 回数は

少 ない が 入浴峙問 は 長 く，気分良 く動け る 時間帯 も特

定 しな い 者 の 数 が 多い ．体格，睡眠中 の トイ レ回数，

睡 眠行動 や 家事活動な ど 主 に身体 の 生理機能に 関 わ る

項 目に 年代差 が顕著 に 認 め られ，高齢ほ ど身長 ・体重
の 減少 と痩身傾 向が認 め ら れ た ．

　居佐環境 お よび着衣 や住み 方 に み ら れ る 温 熱的対応

の 特微と して，住み 心地が 良 い と感 じ る 温冷幅は加齢

に伴 い 狭 まる 傾向を示 し，住み 心地 の 程 度 は 抵抗力や

睡眠満足度と の 間 に対応関係 が 認 め られ ，睡眠満足度

は 利 尿者ほ ど低下傾向を示 した （図 10＞．こ れ らの 結

果 か ら，温熱調節に配慮 された良好な居
・
住環境 条件 の

34

提供が 高齢者の 口常生活面 で の 活性化に つ なが る こ と

が示唆 された、昼間の 暖房器使用開始時期は 若年者群

と 差異 は 認 め ら れ な い が，夜間就寝前 の 使用開始時期
に お い て大 きく異 な り，高齢者で 著 しく早い 傾向が認

め ら れ た （図 上D ．こ の こ と か ら，高齢者 の 夜間日常
生 活 おけ る体温調節能力 の 低 下に加えて ，日常的な健

康管埋 に 対する 関心 の 高さや 生活習慣 の 固定化，感覚

機能の 鈍化 な ど が うか が わ れ た．さ ら に，暑 くも寒 く

もな い と感ず る 中性温 度 は，冬季は 夏季に比 べ て 10
℃前後 も低 く，こ の 温冷感覚の 差 は 着衣量や 室内外 の

気温 差 な ど
， 生 活習慣や 居住環境 条件の 違い が影響 を

与え て い る と考え ら れ る ，

　以上 の 諸点よ り， 老化 に 伴 う身体機能 の 低下 に 配慮

された居住環境 の 整備 を進め て い くこ との 重要性 が 指

摘 さ れ た ．しか し，暖房方式に み ら れ る よ う に t 依然
と し て 局部的な方法 を主体 と した対応に 止 ま っ て い る

現状 で あ る．こ の ため に ，と くに 冬季に お け る 室 間 の

温度差は居住者 の 循環調節機能面 な どへ の 過 大な負担

を強 い る こ と も多 い と考 えられ，室間温度差 を狭め る

建築学的ユニ夫の 重要性を示 して い る，また，温熱刺激

に 対 して は
， 老 化 に 伴 う感受性 の 遅 延傾向に よ る 室温

調節行動に 操作性の 欠如も予想 され て お り，自動温度

調節 器な どの 技術 的面 で の 支援 も望 まれる，

（980〕
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　4．団 ら ん 空間の 快適性 に 関す る研 究

　住宅居 間は ，家族 の 団 らん を始め種 々 な用 途 に使用

され住宅 の 共用空 問 と して 最 も重要 な場 で ある．住宅

の 平面計画に お い て も LDK の 配置 や つ なが り方 に 重

点 が 置 か れ，実 際 に LDK の 位置関係の 善 し悪 し が住

宅 の住み や す さ に 少 なか らず関 わ っ て い る ．また ，近

年，生 活の 向上 に つ れ て 住 まい の 快 適化を は か る た め

の ー 夫 と して イ ン テ リア に 関心が 寄せ ら れ ，様 々 な し

つ らい に よる個性 的な雰囲気 づ くりが行わ れ て い る ．

　本研 究で は，心理的に快適な団 らん 空間の あ り 方 を

考える た め に ，先ず団 ら ん空間に影響を及ぼ す要因と

して キ ッ チ ン お よ び ダ イ ニ ン グ空閲の 形態や ，団 らん

行為に影響す る 家族 の 生活行動をは じめキ婦 の 意識 要

因の 分析も併せ て総合的に検討を行 い ，団 らん の 満足

度に 及ぼ す要因 を 明 ら か に す る と と も に
， 団 ら ん 行為

が ス ム
ーズ に行われ るため の 好 ま しい D ・K 空間 の 形

態 の 提 案を行 っ て い る
‘列 7

．次 い で ，人 間 の 心理的側

面 か らの 快 適性 を住空 間 づ くりに 生 か す こ とを 目的と

して ，団 らん 空 間 と して の 居間 の 物理的諸要因が 居間

の 雰囲気に 及 ぼ す影響量 とそ の 度合に つ い て 心理学 的

手法 を 用 い て 計測
・解析 し，室内を構成 して い る様 々

な要素 に よ っ て つ く り出 され る雰囲気か ら受け る視覚

的効果を明 らか に し，従 来設計者 の 好みや勘 に よ っ て

行わ れ て きた室内計画の定量化 を行 っ て い る
IS 噌

．

　（1＞ キ ッ チ ン お よ び 団 ら ん 空 間 の 快適 性 に 関す る

　 　　 研 究

　 団 ら ん 空間 の あ りか た を考え る 際 に は まず ，そ の 中

で 行 わ れ る行為の 実態 を客観的 に把握す る こ と が必 要

で あ る と考 え られ る，そ こ で ，実際の 行為上 に 表れ た

内容 を時間的 ・空 間的 側面か ら 分析 し， 意識 的 ・物 理

的要因をも加え団らん の 実態お よび団 らん空問 に 影響

を及 ぼす諸要因を総合的に検討 し，そ の 結果以 下 の よ

うな知見が得 られ た ．

　団 ら ん空 間の 場所，団 らん 空間と 接客空 間 と の 兼用

状 態は LDK タ イ プ との 関連で 決定 され，　 D と L が離

れ て い る 場 合，L で の 団 ら ん が 行われ に くい 状態とな

る ．団ら ん 満足度に は子供 入数，夕食 に そろ う家族 の

人数 に 影響 を受け，子供人数が少な い ほ ど，夕食にそ

ろ い や す い ほ ど 満足度 は 高い ．生 活時間，生活行為 の

面か ら団 らん に つ い て の 客観的把握を試 みた結果 ，主

婦 の 意識 上 の 団 ら ん 時 間 は 平均約 2 時 間 で あ り，こ れ

は LDK に 全 員 あ る い は 一
人欠け て そ ろ う時間と

一
致

して い る こ とが明 らか と な っ た ．こ の 時 間 に は 主婦が

家事を しな が ら参加つ ま り 「なが ら参加 」 して い る 場

合 も含 ま れ て い る．しか し，主婦は 「なが ら参加」 を

団 ら ん と認 め て は い る もの の 満足 な状態で は な く，こ

の こ と か ら とくに キ ッ チ ン と団らん 空 間 との 結 び 付 き

が 関係 し て い る こ とが示唆 さ れ た．そ こ で ，キ ッ チ ン

の 作業 台 と くに シ ン ク の 位置 と の 関係 に つ い て ，こ れ

ら が 主婦の 団ら ん参加 に 及ぼす影響 に つ い て検討 した

結 果，
い わ ゆ る 対 面 型 で は 90％ の 主 婦が 団 ら ん に

「なが ら参 加」 して お り，満 足度 も高い 評価が 得ら れ

て い る こ と明 らか とな り，今後 の LDK 空間 の 一つ の

新 しい プ ラ ン と し て 提案 を行 っ た．

　〔2） 室内構成諸要 因の 視覚的効果か らみ た快適性 に

　　 　 関 す る 研 究

　居問の 設計計画的要因として の 壁面 色彩や室 の 形状 ，

お よ び居住者が 自らの 好み に よ っ て 自由 に しつ らえる

こ と が で き る 室内装備的要 因 と し て の 家具，カーテ ン

や敷物，照明な ど に つ い て ，こ れ らの 様 々 な要因の 室

内雰開気 へ の 影響量 を心理 学的計測法 を用 い て 算出 し

て い る ．そ れ ぞ れ の 変化要因の 特性か ら，モ デ ル を実
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物大お よ び ユ／10 ス ケ
ー

ル の 模型 ，ス ラ イ ド，GRT 画

像な ど によ り呈示 し，SD 尺度に よ る イ メ
ージ の 測定

を行 い ，得 ら れ た デ ータ を も と に，因子分析に よ る 因

子構造 の 把 握，数量化理論 ユ類に よ る 各要 因の 雰 闘気
へ の 影響量 お よ び影響の 度合 を算 出 し，従来，設計者

の 好み や勘 に 頼 っ て行われ て きた室内計画 の 理論 的裏

付け を行 う こ とに よ り雰囲気 の 定量化を試 み た，

　 本研究内容を， 取 り上げた 主な要因に よ り大別す る

と，設計 計画 的要因と し て （ユ｝ 壁面色彩 ，（2）天 井

照明，（3）室形 ，
ま た 搴内装 鋳要因と し て （D 人体

支持用家具 の 配置，量，色彩，｛2）壁面 家具 の 配置 ，

量，色彩，〔3｝ ソ フ ァ
ー

，
カー

テ ン ，ク ッ シ ョ ン の 色

彩，などで あり，
こ れ らは照明 の種類 との 交 Li］作用な

どに つ い て も検討 して い る．

　得 られ た 結果か ら，主な もの に つ い て 概略を述べ る

と，因了
・
分析に お い て それぞれ の 要因に よ っ て つ くり

だ さ れ る 雰囲気 の 因 子構造 の うち
， 室 の 快 適性 を価値

づ け る価値因子お よ び室の 快活 さに 関わ る活動性因子

は，い ず れ の 要因 を対 象 と した場 合 に も析 出 さ れ る こ

とか ら
，

こ れ ら 2 つ の 因了
・
は室の 雰囲気 における基本

的概 念 と して 存在す る もの で あ る と い え る．そ し て 他

の 因子，た と え ば 色彩 を変化要因と し た場合に は 色彩

の もつ 特性 と して の 暖 か さ因子が ，照明 を変化 要因 と

した 場合 に は光線 の もつ 特性と して の 力量感 因子 が そ

して 家具や カ ーテ ン な どの 装備要 因の 場合に は豪華 さ

因子が そ れ ぞ れ 析出 され る，こ れ ら様 々 な因子 の うち

活動性因子 は 因子 に 含まれ る 尺度 か ら明 る さや 広さ な

ど量的な概念 を表すもの が多く反応 が収斂 しや す く安

定 した知覚が な され る 傾 向 に あ りきわ め て 類 似 の 結果

が 得 ら れ や す い ．しか し，価値因子 につ い て は評価の

変動 が大 き く空 間全体の 質的な要 因が複雑に絡み 合 う

よ うに影響 しあ っ て い る場合が多 く，
一

次元 で は 表現

で きない 多次 元な しか し，室の快適性 （pleasantness ｝

を 高 め る ため に は価値因子 に 関 わ る 尺度 の 得点 を高め

る 必 要があ り，室内雰囲気の 定量化に おけ る今後の
一

つ の課題と い え よ う，

　 5．おわ り に

　本研究は，い ずれ も住居 室内 の 快適性に 関 わ る 問題

に焦点を 当 て
， 生理学 ・心 理 学的分野 か ら検討 を試み

た もの で あ る，そ の ため ，研究内容 が 複雑多岐 に わた

り内容的 に も大変多い の で
， それぞれ の 研究に つ い て

詳細 に 述 べ る こ と は 到底不可能で あ り断片的 で ま と ま

りの な い 内容にな りま した こ とをお 詫び い た します．

　稿 を終 え る に臨み ，研究 に 終始御懇篤な ご指導を賜

りま し た 恩師，故奈良女 子大学名誉教授花岡利 昌先生

に 深甚の 謝意を表する次第で す。また，研究に ご協力

ドさ っ た ，奈良女子大学生活環境学講座の 卒業生 の 方々

に ，心 よ り御礼申し上 げ ます ，
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