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ABSTRACr ；As　fbl　the　population　ofthe 　senior 　citiz叫 of　our 　country 」it　increases　eve 【y　year，
　and　the　number

also　of　those　whe 　spend 　old 　age 　in　the　senior 　Citizen　facilities　together　wnh 　the　tendency　to　growing　numbers 　of

nuclear 　famihes　i皿 creases ．　Recent　senior 　citizen 　facilities　show 　the 　tendency 　to　be　constructed 　to　approach 　not

only 　a　forrn　near 　a　past　hospital　but　also　the　ordinary 　family　or　more 　under 　the　gui〔lance　of 　the　Ministry　of

Healde　Labour　and 　Welfare．　This　time，　the　investigated　facilities　were 　eStabl 孟shed　in　November　2003．　Because
authors 　were 　do　the　investigation　of　a伽 al　conditions 　of　the　indoor　enviro 皿 lent　in   mer 　of　2004　to
understand 　moving 　perso曲 w 　to　spend　it，　common 　Space，　and 　the　air　quality　of　the　room 　at　this　special

elderly 　nursing 　home ，　and 　ob 面 ned 　some 丘ndings
，
　it　reports ．

1．は じ め に

　わが国め高齢者人 口 は 年 々 増加 してお り、核家族

化 の 傾 向 と合わせ て 老後を 高齢者施設 で 過 ご す人 も

増 えて きて い る。

一
般 的 に 高齢者施設は排泄物や生

ごみ か ら発 生す るア ン モ ニ ア 臭な どの 臭気が問題な

っ て い る 。 ま た 、高齢者独特 の 臭気 に よりマ ス キ ン

グ され て 建材 な どか ら放出 され る 化学物質濃度 が 高

い に も関わ らず看過 され る こ ともあ る。

　今回 の 調 査 対象 と し た 施設 は2003年 11月 に開設さ

れた 。 当該施設 の 特徴 として 、木 、左官壁、石 、 レ

ン ガ、紙 な どの 自然素材を多 く使用 し て い る。 自然

素材 を多 く取 り入れ た建物で はあるが 、初 めて 夏 を

迎 え るの で 壁温度 の 上昇な どに よ る建材か ら化 学物

質が放散 され る こ とが 危惧 され る。新築施設で あ る

が 、高齢者施 設 独特 の 臭気 に 代表 され る ア ン モ ニ ア

が どの 程度発生 して い る か調査す る 必 要があ る と考

え た 。

　筆者 らは こ の 特別養護老人 ホ ーム に お い て 入居者

の 過ご し方 と共用空間及び居室 の 空気質 の 把握 を 目

的 と して 2004年夏季に 室内環境 の 実態調 査を行 い 、

若干 の 知 見 を得た の で 報告す る。

2．調査方法

2．1調査期間及び施設 内の 測 定箇所

　調査期間 は2004年 7月22．23日の 2日間行 っ た。

当該施設 は、入居者それ ぞれ が主 に寝室 と して 使用

する個室 と食事や歌な どの プ ロ グラ ム を行 う共 用 空

間か ら構成され て い る。測定箇所 は共用空間及び居
・

室2室 の 3箇所選択 し た。測定対象 の 居室は、日中ほ

とん ど居室 で 過 ごさな い 入居者 で あ り、方角が対称

で あ る西側 と東側 の 各 1 室をそ れぞれ 選 択 し た n 共

用空間は 主 に 珪藻土を使用 した壁 、木や布 な どで あ

る．こ れ に 対 して 、居室の 壁はほ とん どが ビ ニ ール

ク ロ ス で
一
部に 木が使用 され て い る。施設全体の 天

井は木 で あ り、床 は フ ロ ア リ ン グ で ワ ッ ク ス か けな

ど は行 っ て い な い 。

2，2調査項 目

　温度 、湿度 は サ
ー

モ レ コ
ーダー （タバ イ エ ス ペ ッ

ク ） を用 い て 測定 し た 。 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド、ア ン モ

ニ ア 、ア セ トア ル デ ヒ ドは検知管法 （光明理 化学工

業   ） に よ り測定し、ホ ル ム ア ル デ ヒ ドの み エ アー
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サ ン プ ラ
ー
（光明理化学工 業   ）を用 い て測定 した。

　共用空間 に お い て 床か ら70cm と 110cmの グ ロ ーブ

温 度 の 測 定を し た 。 居室 に お い て は ホル ム ア ル デ ヒ

ドな どの 化学物質 の 放散に関係 が あ る と考え られ る

た め壁温 度を測定 した。

2．3気候条件

　調査は梅雨明 けを し て晴天 が続きJ 日の 平均気温

が 30℃前後 に な る 期間 に 行 っ た 。
Fig．1に 示す よ うに 、

日中の 最高気温 は 35℃前後 で あ り、Fig．2に 示す よ う

に 1 日の 平均湿 度が 60％前後 とい う典型的な夏季 の

暑 い 期間で あ っ た。
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Fig．1　 Air　temperature 　of 　Nagoya　City
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Fig．2　Relative　Humidity　of 　Nagoya　city

3結 果及び考察

3．1共 用空間

　エ ア コ ン の設定を 27℃ に して い るためか 、Fig．3

に示す よ うに室温 は 28℃ でほ とん ど変化 してお

らず、湿 度 も 50％ 前後で あ っ た。施設 ス タ ッ フ の

話 によると、ス タ ッ フ の 体感または入居者の 申告

に よ りエ ア コ ン は調節されて い る。
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Fig．3　Air　temperature 　and 　Humidity

　　　　　　　　　（Common 　spaee ）

グロ ーブ温度 の 測定位置 は、椅子に座 っ た とき の

頭の 高さを想定し 70cm と し、入居者が歩行器な

どを用 い て 前 かがみ に 立 ち上が っ た ときの 頭の 高

さを想定 し 110cm と し た 。
　 Fig．4 に 示す よ うに 、2

つ の 測定点 の 間には約 05℃ の 差が見 られた。共用

空間で は Fig．3 で も分か る よ うに 温度が ほ ぼ
一

定

に保たれて い るた め 、 1 日を通 して グ ロ ーブ温度

に も顕著な変化 は 見 られ な か っ た n 共 用 空 間 は 南

向きの 部屋 で あ る が 、 日差 し に よ る輻射熱 へ の 影

響 は なか っ た と考え られ る。

　不快指数は 日本人 の 半数が 不快 と感 じ る とされ

る 77％程度で あ っ たが 、施設 ス タ ッ フ と調 査 に 入

っ た我 々 は活動 して い る こ ともあ り、首 に タオル

を巻い て 汗を拭 うほ ど暑 く感 じ た。
一

般に 温点が

鈍い と考えられ、活動量が 少 ない 入居者の 中に も

「暑い 」 と申告す る 人 が散見 された。
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Fig．4　Globe　temperatUre 　of　common 　space
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3．2東居室

　入居者及び施設 ス タ ッ フ に 測定に お ける注意を

促 すために部屋 を出来 る限 り閉鎖 し、エ ア コ ン を

使用 した 場合 の 申告 を得 られ る よ うに 張 り紙 を し

た。し か し、東側 居室の 入居者は、おむ つ を使用

して い るた め 不定期に居室 で おむ っ 交換を行 う。

おむ つ 交換 の 後、エ ア コ ン を使用 して 午前、午後

共 に 昼寝 を して い た n あ らか じめ測定 に 協力 して

も らえる よ うに依頼 し て あ っ た が、入居者の 体調

不 良に よるもの であ る と伝 え られ た。ス タ ッ フ に

は測定 の ため に 入室する許可 を得て い た の で 中断

せず測定を行っ た 。 Fig．5 に示すよ うに エ ア コ ン を

使用 した直後 は室温 が下が り、入居者が共用空間

で 過 ご し て い る ときには室温 は上 が っ て い る。ま

た Fig．6 に 示す よ うに 室温 と同様に東側 の 壁温度

も変化 し て い る 。
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Fig．5　 Air　temper 蜘 re 　and 　Humid 藍y

　　　　　　　　　　　　 （East　mom ）
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ム アル デ ヒ ドの 測 定もあわせ て 行 うために居室 を

閉鎖 し て 温度などの 測定を行 っ た。

Fig．7 に 示 すよ うに 、午前中は 27〜29℃ で あ る が

午後に は 西 か ら の 日差 し の 影響が あ るた め 30℃

を超 え て、1 目の ピー
ク の 温度 は 18時 ごろ で あ っ

た。Fig．8 に示す よ うに 、 壁温度 も同様 に変化 して

お り、18 時ご ろ の 壁温 度は 、室内環境に お い て 化

学物質 の ベ イ ク ア ウ トの 条件 と し て使用 され る

35℃近 くに ま で 上が っ て い る こ とが分か っ た。
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Fig．6　 WaN 　temperature 　of 　east　room

3．3 西居室

　西居室 の 入 居者 は 目中の ほ とん どを共用空間 で

過 ご して お りオ ム ツ も使用 して い な い た め 、ホ ル

4e

Hg ．7　Air　temperature　and 　Humidity

　　 　　 　　　 　　 　　 （West 　roem ）
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Fig．8　 Wal且temperature 　ofwest 　room

3．4 化学物質の 測定

　共用 空間及び居室 に お い て ア セ トア ル デ ヒ ド とア

ン モ ニ アは全 く検出され なか っ た 。 施設内は換気に

気を配 っ て お り、トイ レ の 近 くで も排 泄物臭 は ほ と

ん ど し な か っ た 。 ま た 、東居室 の 入居 者は居室 で お

むっ 交換 を行 っ て い たが 、そ の 際 に も排泄物臭 は ほ

と ん どしなか っ た。よ っ て、ホ ル ム ア ル デ ヒ ドの 測

定 に つ い て 以下 に示す。

　居 室は 7 時半に居 室 の 窓 を完全 に 開放 し換気 され

て い る こ と を確認 した 。1 回 目の 測定 は 窓 と扉 を閉
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鎖 し 8 時か ら 9 時の 間 に 両居室の 閉鎖直後の 測定を

行 っ た 。 2 回 目の 測定は 14時に行 っ た 。 閉鎖後 5 時

間 して か ら測定す るため で あ り、1 日の 最高気 温に

な る と予想 され る 時間帯 で あ る 。
3 回 目の 測定 を 18

時に した の は、入居者の 夕食の 時間帯である こ とと、

居室の 室温、壁温 が 共に 18時頃 が 1 日の ピーク に な

っ て い た こ とに よる。

　Table．1 に 示す よ うに 1 回 目 の 測定 は、両居室 とも

に O．02ppm と低 い 値 を示 して い る。

　西居室 は、室内温度 の 上昇 とともにホル ム ア ル デ

ヒ ドの 値が高 くなっ て い る。2 日 目の 測定で は 、1

日 目に測定の た め居室 を閉鎖 し て い た こ とが影響 し

て い るためな の か 、2 日 目の 1 回 目測定 の 値 と 1 日

目の 3 回 目測定 の 値 が 同 じで あ る。さらに ホ ル ム ア

ル デ ヒ ドの 濃度は上昇 し、3 回 目の 測定で は 0．07ppm

と WHO の ホ ル ム ア ル デ ヒ ド基準値で ある O．08ppm

に迫る ほ ど高 くなっ て い る。

　東居室 は 、
エ ア コ ン を使用 し て い た時間が長か っ

た が 、2 日 とも 2 回 目の 測定 で ホ ル ム ア ル デ ヒ ドの

濃度が 上昇 し て い る 。

Table．1　Concentration　of　forma且dehyde（rooms ）

west 　roo 鵬 ast　room

0。02 0．02

　これ は共用空間 に は左 官壁や木 が 使われ てい るの

で 、ホ ル ム ア ル デ ヒ ドの 発生源が少ない か らで ある

と考 える。また、共用空間 自体 に仕 切 りな どがない

ため 、 空気 の 対流 が 良 い の で は な い か と推測す る 。

7．22 1st

4．ま とめ

　夏季 の 特別養護老人ホーム N 施設の 室内環境調査

を行 っ た結果 は 以下 の 通 り で あ る n

l）入居者が 日中の ほ とん どを過 ご す共用空間 は夏季

にお い て エ ア コ ン で 温度制御 して い たが、入居者か

らも 「暑 い 1 と言 う申告が散見 されるほ ど不快な境

で あ っ た 。

2）居室 を閉鎖 して 測定 を行 っ た結果、西居室 に お い

て 18時 ご ろ が 室温、壁温度ともに最 も上 昇 して い た。

3）化学物質の 放散に つ い て 、ア セ トア ル デ ヒ ドとア

ン モ ニ ア は 共用空間、居室 ともに検出されなか っ た。

4）ホル ム ア ル デ ヒ ドは 左官壁や木が使用 され て い る

共用空間 に お い て 0．02ppm と低 い 値を示 して い た 。 壁

に ビ ニ
ー

ル ク ロ ス が 使用 され て い る 居室 で は 最高 で

0．07PP皿 で あっ た 。

　今回、化学物質の 放散を測定す る ために 居室 を長

時 間閉鎖 したが、施設 ス タ ッ フ に よると実際はほ と

ん ど閉鎖す る こ と が な い た め 入居者 に 直接影 響 を与

え る こ とは な い で あ ろ う。

2nd 0．05 0。04
3ed  ．05 0。02

7．23 1st 0．05 0．03
2nd 0．06 0．05
3ed   ．07 0．  3

（ppm ）

　共用空間 は 廊下な どとつ なが っ て お り、部屋 自体

閉鎖す る こ とが 不可能 であるの で 、午前 と午後 の 10

時、15時の 各 1 回 に ホ ル ム ア ル デ ヒ ドの測定を し た。

そ の結果 は Table．2 に 示 す 。 すべ て O．02ppm と低い値

で あ っ た。

Table．2　Concentration　of 　formaldehyde

一 e

謝辞

室内環境測定に ご協力 い た だ きま した N 施設 の ス タ

ッ フ の 方 々 と入居者 の 方々 に 厚 くお礼 申 し上 げます。

7。22 1St 0．02
2nd 0．02

7。23 1St 0．02
2nd 0．02

（PP 皿 ）
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