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A3STRACT ： The 即 rpose 　of 　this　 study 　is　to　clarify　the 　actua 藍 conditions 　of 血ermal 　environment
，
　 especially

hum ｝dity　cnvironment 　in　 houses　fbr　the　aged 　couples 　 or 　 singles 　 in　Niigata　prefecture　 in　 every 　 season ，　 The

measurement 　and 　hearing　investigation　were 　conducted 　in　 12　houses ．This　paper　describes　the　outlines 　of　houses，
heating　and 　cooling 　equipments

，　the　living　ways 　of　occupants 　and 　the　running 　and 　control 　of 　equipments ，　and 　the

scasonal 　differences　of 　thermal 　environment 　in　each 　house．　 Some　R）110wing　 results 　are 　 obtained 、1）The　wide

differences　of　indoor　thermal 　environment 　a爬 shown 　in　winter ．2）The　factors　of 　 making 　therma ヨenvironment

differences　are 　insulations，　structures 　and 　plans　of 　houses，　and 　the　ways 　ofrunning 　and 　control 　of 　hcating　equipments ．

1 ．は じ め に

　高齢 化の 進 む社会 の 中 で 、若 年世帯 と同居す る高

齢者や 、夫婦 また は 独 居で 暮 らす 高齢者が増加 し て

い る。特に 、都市部で は 高齢者 の み の 住宅 が 多 い 。

　高齢者 の 住 宅に お け る 夏季や冬 季 の 温 熱環 境に

関し て 多 くの 調査 報告があ る。し か し、湿度環境に

つ い て 詳 細に 調 査 し た 研 究や 、中間期 を含む 年間 の

室 内温熱環境に つ い て検討 し た研 究、お よ び 温 熱環

境 の 形成要因に 関する研 究などは少 な い 。

　本研究で は 、新潟県内 の 都 市部で 規模 の 大 きい 新

潟 市と長岡市にお け る 】2 軒の 高齢者 の み が住 ま う

一
戸建て を対象に実測 や ヒ ア リン グ調 査を行 い 、住

宅 内の 温熱 環境 、特 に湿度環境 の 実態 を季節 毎 に捉

え、室内温熱環境 の 形成要因 を把握する。本報 で は

調査 対象住宅 の 概要や 住ま い 方、お よび季節別 に み

た各住 宅 内 の 温熱環境 の 実態 につ い て 考察す る。次

報で は 住宅 内 の 湿度 環境 の 実 態 に っ い て 考 察す る 。、

2 ．調査概要

2．1 ヒ ア リン グ調査 と実測調査 の概要

　調査 は ヒア リン グ調査 と実測調査 か らな る ，、各住

宅 に お い て 、住宅 の 熱 的特性 の 概要や 居 住者 の 住 ま

い 方な どを事前 に 把 握 す る た め に 聞 き取 り調 査 を

行 っ た。そ の 内容 は、住宅 の 構造や間取 り、居住者

の 身体的特 性や 衣 食住状況 、皮膚 の 乾燥や 掻痒 の 状

況、冷暖房機器 の種類 とそ の 運 転や調節状 況 、窓の

開閉、お よ び 住環境に 関す る満足 度などで あ る。

　実測で は 、居住者が 多 くの 時間 を過 ごす 1 居室 を

対象 と して 、居室内の 1 地 点にお い て床 上 0．3m、

0．7m、お よ び Llm で の 温湿 度を外 部の 温 湿度 とと

も に サー
モ レ コ

ーダ で 5 分毎に 計測 した 。ま た 、床

Ho．7m お よ び 1．1m で の グ u 一ブ温度も測 っ た。さ

ら に 、人体 の 周囲温 度を測 定す るた め に、外 出 が 比

較的少 な い 計 測期 間 中 の 2 日間にお い て 、居住者 の

1 人 に ベ ス トを着用 し て も らい 、左 肩周辺 の 温湿度

をサ
ー

モ レ コ
ーダで 1 分毎 に測定 した。そ の 際に温

冷感や 乾 き感 な どにっ い て L5 分 毎 に評 価 し て もら

っ た。また、各壁 面 の 表面温度 を放 射 温度計 で 測 定

期 間 中に 1 ・2 回測定 した。また、ベ ス ト着 用者 の

耳 下部 に お け る皮膚水分量 を皮表角層水分量測定

装置 （IBS製 SKICON−010）で 実測開始前に 測 っ た。

　各季節に お け る調 査期間 を表 1 に 示す。各住宅の

実測期 間 は 7 日前後 で あ っ た。夏季 の 実 測 は 2000

年に新潟市 の 5軒で 、2001 年 に残 りの 7 軒で 行 っ た。

Table　l　Periods　of　investigations　in　each 　season

即 調　 　 間

20015 　 1日〜 5月 31 日

夏季
200020017月 26 日〜 8月 30日

7月 29 日〜 8．目27日

秋 200010 月 10 日
〜11月 16 日

、 20011 　 13 日 〜 2　 27 日
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2．2　調査 対象住 宅 の 概要

　調査 対象住宅 （A〜L）の 断熱 ・気密性能 と間取 り、

お よ び 設備機器 の 概要を表 2 に 示 す。住 宅 の 建築年

数や 規模 は 様 々 で あ り、熱的性 能 が 良 い 住宅 は少 な

い 。ま た 、冷房機器 と して 扇風機 や エ ア コ ン を、暖

房機器 と し て 石 油 ス ト
ー

ブや こ た つ を使 用 し て い

る住宅が 多 い 。測定居室 は 茶 の 間 が 多 く、窓 の 方位

は住宅 に よ り様 々 で ある。 日 当た りが 悪 い 住宅が い

くつ か あ る nll 軒は 夫 婦世帯 で 1 軒 は 独居 で あ る。

3 。ヒ ア リン グ調査結果

3．1 調査対象者 と住 ま い 方

　表 3 に ベ ス ト着用者 の 属性 や 体質 お よび健 康状態

を 示 す。男性 8 人 の ほ とん どが 70 歳代 で あ り持病

を持たない が 、女性 4 人中 の 3 人 は 60 歳後半で あ

る が持病が ある。体質面 で は 、個人差があ り様 々 で

あ る。表 4 に こ れ ら の 人 の 住ま い 方 に っ い て 、様 々

な事項か らま と め た。和式 の 座 椅子 で 過 ごす人が 多

い 。各人 の 起床時刻は さほ ど違 わな い が 、就寝時刻

は 21〜0 時と様 々 で あ る。 1 日の 水分摂取量の 年平

均 値 が 1
，
000ml 以 上 で ある人 が 多い 。夜間 の 排尿

回数は季節に よ り異なる人 もい る が、1 ・2 回 で

あ る。ま た 、冬季 の 寒 い 日に 女性 3 人 が懐炉 を携

帯 して い る。

3．2　 環境調節行為 の 実態

　表 ．5 に窓の 開 閉状況 を、表 6 に カ ーテ ン や障子

の 開閉状況 を、お よび表 7 に冷暖房機器 の 運 転 ・

調節状況 を季節別 に示す。春 季 の 寒 い 日に こ た っ

や ホ ッ トカ
ーペ ッ トを使 用 す る住 宅 が い くつ か

あ る もの の 、窓 は天気 が良 けれ ば 起床時 か ら 18

時前後ま で 開け て い る 。 夏季の 場 合、ほ とん どの

Table 　3　 Phsical 　『eatu 「es　of 　occu 　　ants
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住宅で は暑 い 日に 10 時〜19 時頃ま で 冷房 を し て お

り、暑くな い 日や朝方に 窓を開放する様相が 伺 える、，

暑が りの 人 の 住宅 で は 、冷房 を毎 日やや早 い 時刻 に

開始 し、温 度 も低 く設定 して い る。J邸 と K 邸で は

来客 時以外 に は 冷房 をせ ず 、窓や襖 を 開放 して 通風

を得 て い る。冷房 を し な い 理 由 と して 、体質的に寒

が り で あ る た め に ユ ア コ ン か ら の 冷気 を好 ま な い

こ とや 、直達 日射 が ほ とん ど 入 ら ず 内壁 の 表 面温度

が 上昇 し な い こ と な どが 挙げ られ る。秋 季 （晩秋頃）

の 寒 い 日には朝方や 夕方に暖房 して お り、設定温度

は 21℃ 前後 で あ る。窓 は朝 方 の 短時 間に 開け られ る

だ け で あ る。冬季 には起 床 時頃か ら就寝 時刻 の 1〜4

時間前 ま で 暖房 し、住宅 に よ り 設 定 温 度 は 18〜23℃

とば らつ きがあ る。

　障 子や カ ー
テ ン の 開閉状況は 天 気 に よ る相違は

な く、ほぼ 1 日中開 い て お り、閉め る時刻が 季節に

よ り多少 異な る 。 ま た 、同居室 に お い て も窓が 面す

る方位 に よ り開閉状況 が異な る。湿 度調節に つ い て

は 、除湿 を春季 の 梅雨時に 2 軒、夏季に 2 軒、秋季

に 1軒、冬季に 2 軒で して お り、加湿 を冬季 に 2 軒

で 行 っ て い る。

4 ．季節別 に みた 各住宅 に お ける温熱環 境の 実態

4．　1 住宅 に よ るグ ロ ーブ温度の 相違

　図 1 は各住宅 の グ ロ ーブ温 度 と外 気 温 と の 差 の

平均値 を季節別 に 表す。住宅 に よる グ ロ
ーブ温度 の

相違は 、春季や秋 季に 3．6℃ 以内 に収 ま り、夏季 に

は常時冷房 をす る住宅 もあ る こ とか ら 5℃ 程 度 で 、

冬 季 には約 12℃ あ り、ば らつ きは 大 き い
。

4．2　各住宅 に お ける室 内温熱環 境 の 実態

　図 2 は 各住 宅 の 室 内外 温度差 （床 上 0．7m 室温
一

外気温） と上 下温度差 （床 上 1．1m 室温
一床上 0，3m

室温）の 平均値 を季節別 に表 す，なお 、座椅子 で の

生 活 を踏ま え て 床上 0．7m で の 室温 を代表室 温 と す

る，，室内外温度差 や 上 F温度 差 は、夏季に 最大 3．4℃

と 0．6℃ で 最も小 さく、冬季に最大 17℃ と 4．5℃ で

最 も大 き い 。各住宅 の 温度の 相違は、冬季に大き い

が 、他 季節で は さ ほ ど 大き くな い ．

　住 宅 に よ り温 度 差 が 大 きい 冬 季の 室 内温 熱環境

に つ い て 、吉野 ら
］］

が提 示 して い る上下温度係数 r

値 （止下温度差／室内外 温度差 ）や室 内 温 熱環境 の

グ レー
ド評価 を用 い て 検討 す る。 r 値が小 さい ほ ど、

お よ び グ レ
ー

ドが 高 い ほ ど快 適 な 室 内 温 熱 環 境 を

形成す る性能 が 高 い と考え られ る 、 表 8 は 計測デー

タ が あ る 4 項 目 に つ い て 温 度 と グ レ
ー

ドを 4 項 目

の グ レ
ー

ドの 平均 値 の 小 さ い 住宅 か ら列挙 し た も

の で あ る。グ レー ドの 平均 値 が最 も小 さい J邸 で は 、

豆炭 こ た っ の み で 暖房 して い る こ と か ら、室 温 が 団

欒 時 で も 8．9℃ と 非常 に 寒 い 環境で 過 ご し て い る。

躯体に断熱 材が入 っ て お らず、不連続に 暖房を運転

して い る F邸で は 好ま しい 温 熱環境が 形 成され て い

ると は 言い 難い 。 軽量 コ ン ク リ
ー

ト造で断熱材 が 入

っ て い る D 邸 で も 11〜17 時 と 20 時以 降に 暖房 し な

Table 　60enin 　 3nd 　elosin 　of 　curtain 　 and 　 sho 葩

仲
遮蔽物 走

〜 〜 〜
〜　　」 〜 〜

C 。力請
ン 〜 〜 〜 〜

D
　　　“r一テン

・7　　ン 〜 〜 〜 〜
立 〜 〜 〜 〜

〜 〜 〜
一一L 〜 〜

オ

〜
　 F幽．一 〜 〜 〜 〜

障子
・か テン 8時 半〜lg エ0〜19時 時半〜19 ．時半〜18時 半

Table　7　Runn 置n 　跏 d　contro 且of 　heatin　aod 　coo 且in　e　 ui　 ments
春季 の 温 湿 度 調 節 夏季の 温 湿 度調 節 秋季 の 温 湿 度 調節 冬季の 温 湿 度調 節住

宅 暖房 運転時 間 設 定 温 度
湿

冷房 運転時 間
疋 温 湿

暖房 運転 時間
設 疋

鑿 暖房 運 転時 間
設 疋 温 湿

A 寒 い 日拘 卜カ
ーヘ

ット な し い 日 10〜15時 26℃ な し 暖
一

しな い な し 日7〜19時 22〜2：ζ な し

B7
〜9時，17時〜20時

ホ ッ トカ
ー

へ 　 　11 な し 暑 い 日 12〜21時 感覚 な し 毎 日6時半〜10時 22℃ な し 毎 日6時 半〜21時 半 23℃ な し

C 暖房 しない な し 暑 い 日 12〜18時
’
7〜28 踪湿

寒 い 日 7時半
〜10時

臼〜’
3

24℃ な し 毎 日7〜20時 22℃ な し

D 寒 い 日 こ た っ
一 な し い 日10〜19時 27℃ な し 暖

一
しな い

一
な し 毎 日 6〜凵 時 　 17〜20 ．23℃ な し

E 一 　 一 日 10〜19時 感
幽

な し 一 一 一 一 一 皿

F こ た つ

』
Ih

除 湿 暑 い 日 12〜19時 感覚 な し
、い 日 8〜9
2〔匚
〜22 感覚 な し

日 9〜ll　 ．　 13〜且r

19〜23 感覚 除湿

G 暖 房 しな い 　 な し い 　 13〜1 ！ 寒 い 　 6　 　 〜8 オ 7〜0 『 、　厂

H 寒い 日6〜7時 18℃ な し 毎 日10〜23時 28℃ な し

寒 い 日 6 時 半 〜1（

時 ，11〜12時，1：
　 〜15　　 16〜1821

℃ な し

毎 目6時 半〜7時 半，9〜
10時，11〜12時，13時 半
〜【气　　 【6〜IH 、

18℃ 除湿

1
寒 い 日6〜10時 半石
　　　　 ，屠 20〜21 な し 毎 日 7〜21時 26℃ な し 寒 い 日6〜22時 20℃ な し 毎 日6〜21時 半 20℃ 加 湿

24 ．日　 こ こ な し
國一

しオ い
一 ノ し 寒 い 　 24 ，口

一 オ し 24 ，口　 こ た つ 　． 一 オ し

K 毎 日 ホッ トカ
ー

ヘ 　ッ ト
　 、　 　　　　　 　　　＿　 　

’
⇒ 低 温

な し た ま に扇風 機
一

除湿 寒 い 町 8〜22時 20℃ 除湿 毎 日7〜0時 18℃ な し

L 一い 日8〜9時，　 19
〜 18℃ な し 毎 日9〜23時 26℃ な し 寒 い 日18〜0時 20℃ な し 毎 日9〜23時 18℃ な し
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い こ とか ら f”
））な暖房 環境が 形成 され て い な い 。

一

方、築 55 年で 断熱材が 入 っ て い な い r 邸 の 居室で

は 外部 に 面す る 壁 面 や 天 井 面 がな く、隣室や廊下 と

の 間 の 戸 が 閉め られ が ち で あ る こ とか ら保 温性 が

非常に 良い と考 え られ る。築 3 年 で 断熱材が 入 っ て

お り連続的 に暖房 して い る L邸で は良好な温 熱環境

が 形成され て い る と言える。

　以 上 の こ とか ら、建物 の 断熱 ・気 密性能 の 他 に暖

房 運 転や 調 節な どの 住ま い 方や間取 り が室 内温熱

環 境に大き く影響 し て い る こ とを明らか に した，t

4．3　人体周辺 温度 の 実態

　居住 者 の 周 辺 温 熱環境は 冷暖 房 機 器 と の 位 置 関

係 や 距離 お よび住 宅 内 の 移動状況 な ど に よ り 室 内

の 温 熱環境 と比 べ 多少異 なる と考え られ る。冷暖房

を して い な い 秋季 にお い て、人体周辺温度が 室温 よ

り約 2℃ 高 い こ とを既報 z 〕 で 確認 し た。 こ の 知見を

踏 ま え、冷暖房 の 影 響 を よ り明確 に捉 えるた め に 、

夏季 と冬季 に お ける人体周辺 温 度か ら 2℃ を差 し引

い た値 と床 上 0．7m 室温 を室 内温 熱環境 の グ レ ー ド

の 低 い 住 宅か ら並べ て 図 3 に示 す 。グ レ
ー

ドが 高い

住宅 で は 人体周 辺 温度 と室温 との 差 が 大き い n 夏季

の 場 合 、ほ とん どの 人 の 周 辺 温度は室温 よ り も 2℃

以 内 に 低 い 。こ の こ とか ら、エ ア コ ン か らの 冷気 流

や 通風 が人体に 多少 当た っ て い る様 相がわ か る。
一

方、冬季に は 、ほ とん どの 人 の 周辺温度は室温 と大

き な違 い が な い が、1 邸 と B 邸 で の 人体周 辺温度が

室 温 よ り 約 4℃ と約 9℃ 低 い 。両家 とも古 い 断熱性

が良 くな い 家で あ るた め に調 査 居室 以 外 の 空 間 に

お け る 室 温 が か な り低 い こ とが推測 され 、調 査居 室

で の 設 定 温 度 が 比 較 的高 い こ とに よ り室温 が 高い

ため と考え られ る、、

5 ．ま と め

　新潟 県 に お け る 高齢 者 の み が住 ま う
一

戸建 て 住

宅にお け る温熱環境 の 実態 を季節毎に 把握 し、環境

形成要因 に つ い て 検討 した結 果 、以 下 の 知見 を得 た 。

L 住 ま い 方で 、窓 や カーテ ン の 開閉は住宅 に よ り異

　 な ら な い が 、冷 暖房 の 運 転や 調 節 に 違 い が あ る。

2．住 宅 に よ る室内温 熱環 境 の 相違 は冬季 に お い て

　最 も大 きい 、、こ れ は住宅 の 断熱 ・気密性能 の 他に 、

　暖房運転や調 節 など の 住ま い 方や間取 り の 違い

　 に よ る 影響 が 大 き い こ と を 明 ら か に し た。
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