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要 旨 ： 都 市部での 気温 上昇や地球規模 での 気 候変動 の 影響 に よ り，日常生活 の 中 で の 熱 中症 の 発 症 が増加 し

てい る．特に，熱 ス トレ ス へ の 耐性が低い 高齢者を中心 とする居室部での 発 症が懸 念され る．本研 究 では夏 季

にお ける高齢者居住室 の 温熱環境の 実態を把握 し，熱中症発症 リス ク の 検討を 目的とし た．調査は親 冩県内

12戸の 住 宅におい て 夏季の 1 ヶ 月 間実測調査 を行 っ た．対象の 中に は エ ア コ ン の な い 場合や使用 しない 場合

が あ り， 外気 温 の 高い 真夏日の 昼間にお い て は室 内が 30℃ 以上 とな っ て い た．夜間は就寝直前に短時間の み

冷房を行 うケ
ー

ス が多か っ たが，睡眠 中に室温 が上昇 し 28℃以 上の 高い 温度環 境 とな っ てい た．室温 が高い

状態の 対象 が多く，エ ア コ ン に よ り室 内の 温熱環境を整える必要が ある．また，高齢者や 日常生活に対応 した

熱 中症予 防指 標の 作成が望 まれ る．

キーワ
ー

ド：高齢者，熱中症，温 熱環境

　　　　　　　　　1 ．は じめ に

　近年，夏季 に おい て 目常生活 の 中で の 熱中症 の 発症

が 増加 傾向に あ り
1 ），高齢者 の 場合，住 宅 内 で の 発症

も多い
2 ｝．ま た，基 礎 疾患 を 持 っ て い る高齢者 は 熱中

症を発症 しやす い とい う報告
3 ）

もあ り，在宅介護 ・看

護が 増加 して い る現状 で は，在宅 介護
・
看護を受けて

い る 高齢 者 の 居 室 部 で の 熱 中症 の 発 症 も懸 念 され る．

特 に ，体温 調 節機能 の 低 下 し た 高齢者 は熱 ス トレ ス へ

の 耐性 が 低 く，居 室 部 で あ っ て も熱 中症 の 発症の 危険

性 が 潜 ん で い る．さ ら に，高齢者 は 「もっ た い な い 」

や 「体 に よ くない 」 とい っ た意識 か らエ ア ニコ ン に よ る

冷房をあま り行 わ ず，室 内が 高 い 温 度環境 とな っ て し

ま うこ とが あ る
4 ，．超高齢社会を迎 え た 現代 目本社会

に と っ て は 高齢者 の 熱 中症 の 発 症 対 策 が必 要 と考 え る．

　本研究 で は 高齢者居住室 の 夏季 の 温 熱環境 の 実態

を 把 握 し，熱 中 症 発 症 リス ク と の 関連 を検討す る こ と

を 目的 と し ， 新 潟 県 内の 高齢者 居 住住宅 に お い て 実 態

調査を行 っ た ．
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　　　　　　　　　2 ．研 究方法

2−1．対象住宅

　対象住宅 は 表 1 に 示 す よ うに，築年数 が 13−24 年 と

幅広 く，築年数 の 長 い WT 宅 で 断熱性能，気密 性 能 が

や や劣る と判断 され た が，他 は 普 通 以 上で あ っ た。し

か し，窓 の 位 置 ・大 き さ ・数，実際 の 開 放状 況 か ら判

断す る と ，通 風 状 況 が やや劣 る 住宅 が 半数 近 く あっ た。

2−2．実測調査

　 2008 年 7 月 25 日〜8 月 25 日 の 期間に お い て 対象住

宅内の 高齢者居 室 部 に 小型温湿度計を設置 し，居室 部

の 温 湿度変動 を 測定 した ．ま た ，期間中訪 問 時に ， 熱

式 風 速計 に よ り気流 を，放射温 度計 に よ り壁 面 放射温

度を測定 した．さ らに ， 厳 しい 暑熱環境下 に あ る と考

え られ る対 象住宅 に は グロ
ーブ温 度計を設置 し た ．

2−3．ヒ ア リン グ調査

　 ヒ ア リ ン グ調 査 を 対象住 宅 居 住 高 齢 者 に対 して 行 っ

た．聞 き取 り内 容 は，住 ま い に 関 す る 事項 ， 冷房 機器

に 関す る事項 ，調査 対 象住宅居住 の 高齢者 の 身体 に 関

す る事項 の 大 き く 3 つ と した．

表 1　調 査対象 住宅

曁 風
「
況

IZ 25 普通 良 やや 劣る

YS 13 良 良 良

ST 17 やや
’
る

TN 23
、 噺

HS 新潟市 28
噸

やや
’

SI 27

HN 26 通 やや
’

OK 14 通
辱

やや
’

lT 30
辱 も

KB 14

TK 燕市 24
，

盟 42 やや
’

る やや
’

表 2　対象 住宅居 住 高齢者

、 1 人 日常の 生｝

lZ82 女 7 車いすとベッ ドで の生活

YS86 男 4 寝たきりの 生活

ST86 女 4 活動的

刪 86 女 5 ほとんと　 一きりの 生5
HS84 女 1 活動的 ただし 入

淤

　に 　助力

団 80代 女 2 たきしの生｝

HN57 女 5 たきレの生冫

OK89 女 5 二きしの生5
IT70 代 女 1 ，　 的
KB65 7 テ　 的

TK8 弋 女 5 ｝　 的

M70 代 女 6 ラ　 的

表 3 暑 さ へ の 対 処 方法

　　　　　　　　　　3 ．結果

3−1，対象住宅居住高齢者の 身体状況 と夏 季 の 住まい 方

　 各 対 象 住 宅 に 居 住 す る 高 齢者 の 身体状 況 や夏季 に

お け る住 ま い 方 に つ い て 表 2，表 3 に 示す．12 件 の う

ち 5 件 が 寝たき りの 生 活を送 っ て お り，6 件 は活動的

に 生 活 を送 っ て い た ，IZ 宅 に つ い て は ベ ッ ドへ の 移動

等 で 介助 が 必 要 で あ る が，車 イ ス で 自由に 室内を 移動

して い た ．寝た き りで 生活 して い る方 は エ ア コ ン の 操

作 に つ い て は 自身 で 行 うこ とはで きず，介護者等 に頼

っ て い た ．エ ア コ ン の 使用頻度 は 「暑 い 日 の み 」や 「ほ

ぼ毎 日」で あり，夏季 の 使用頻度 は 高い と考 え られ る．

エ ア コ ン に 対 す る 嗜好 性 につ い て は 「嫌 い 」 や 「ど ち

らか と い え ば 嫌 い 」 だ け で な く 「好 き 」 とい う回 答 も

得 られ た，ほ とん どの 住 宅 に 扇風機 が あ り，エ ア コ ン

を使わない ときに使用 して い た．HN 宅 の み扇風機 を

室 内 の 温度差緩 和 の た め に エ ア コ ン と併用 して い た．

住 宅 の 開放 性 に か か わ らず で き る だ け 自然 の 風 を取 り

入 れ る 生 活 ス タ イ ル が み られ た．

3−・2．各住宅の 測定期間中の 温湿度

　測 定期 間 中の 温 度分布 を 図 1 に 示 す．室 温 の 平 均 値

は 25〜30℃ の 問 に あ り，最高値 と最低 値 は そ れ ぞ れ

30〜35℃ ， 20−・25℃ の 間 に 分布 して い た，湿度 に っ い

て は 平均 で 60％ 前後 か ら70 ％ 前後 となっ て い た （表 4）．

表 5 に グ ロ
ーブ 温 度 （Tg） を測 定 し た 対 象 住 宅 の 測 定

結果 を 示 す．開 口 部 が 少 な く，閉 鎖性 の 高 か っ た IZ

宅 につ い て は，室温 よ り Tg が ほ ぼ 1℃高い 傾向が み ら

れ た が ，他 の 住宅 で は 0．1〜0．3℃ 程度 の 差 とな っ て い

た ．

エ ァ コ ンに つ いて

対象
有無 設定温度

自身に よ

る操作

使用頻度
　〔注 1）

嗜好 性
（注 2）

エ アコ ン 以

外の器 具

その 他の

　 工 夫

（注3）

IZ 有 25 可 4 3 扇風機

YS 27 不 口 3 1 26

ST 口 風 6

TN 風 67

HS 25 口 3 4 2

SI 不 卩 3

HN 26 、口 4 3 風

OK 風 2

lT 27 口 3 4 風 7

KB 22 可 4 5 風 1267
TK 27 可 423 風 2

骭 26 口 3 2 風 26

窪： 濫
ん

黜 黜 髓 醜駕蹴量忽憶 緬．F，，，。 。， ， 。，

注 2　 　 1打 ち ホ 2扈 を 取 り入 れ る 3 氷 枕 4 除 滉 fi風 呂 シ ャワ
ー6通気性 の 良 い 服装 7、口などの 日 よ け
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図 1　測 定期 間中 の 温 度分布

表 4　測 定期 間中の 各 対 象住宅 の 湿 度
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3−−3．各住 宅 の一日 の 室 温変動

　 エ ア コ ン の 使 用 状 況 は ，
「全 く使用 が な い 」，

「24 時

間エ ア コ ン 使用」，「生活行動 に合わせ て エ ア コ ン を使

用 」 と，対象住宅 で 異なっ て い た，そ れ ぞ れ の 特徴 を

表す ST 宅，　 HN 宅，　 WT 宅につ い て，日最高気温が

最も高 く真夏 日 と な っ た 8 月 3 日〜4 日 に か か る生 活

室 の 室 温 変 動 に つ い て 図 2β に示 す．

　 目中の 生 活 室 で は ST 宅 で は 室温 が 外 気 よ りは 低 い

もの の ，30℃ 以 上 となっ て い た．エ ア コ ン の 使用がな

い 場合 に 室 内 は 厳 し い 暑熱環境 とな り熱 中症 の 発 症 が

懸 念 され る，一方 で HN 宅 は エ ア コ ン に よ っ て 冷房 が

24 時間行わ れ て い る た め，日中で も室 温 が 低 くな りが

ちで あっ た．WT 宅 で はエ ア コ ン の 使 用 に よ っ て 室温

を 下げ る こ とが で きて い た が，停止 す る とす ぐ に 30℃

に な っ た ．

　夜 間 の 生 活 室 で は ST 宅 で は 最低 で も 28℃ 前後 と室

温 は 高 くな っ て い た．HN 宅は 夜 間 で は 室温 が 低 く な

りす ぎず に
一

定の 室 温 に 保 た れ て い た ．WT 宅 に お い

て は就 寝直前 に 数 分間 の 冷房 が行われ，停 止 直後 は

30℃ を超 え て い た．WT 宅 と同様 に 睡 眠中に エ ア コ ン

を停 止 し，室 温 が 高 くな っ て しま う状 態 は 他 の 対 象住

宅 に お い て もみ られ た．

3−4．時間帯別の 温熱環境に つ い て

　 代 表 日 と して 猛 暑 日 で あ っ た 8 月 3 日，13 日 の 昼

（12 ：00−・15 ：00＞ と夜 （21：00−・24 ：00） の 時 間 帯 に つ い

て 室温 が 高 い 状態 と なっ た 時 間 の 割合 を 図 4，5 に 示 す ．

　 図 4 より昼間に お い て は エ ア コ ン の 使用がなか っ た

4 件 （YS ，ST，TN ，OK ） で は ，室 温 が 30℃ 以上 の 状態

で あ り，二 日 と も昼 の 時 間帯 を通 し て 30℃ 以上 とな っ

て い た．そ の
一

方 で ヱ ア コ ン の 使 用 に よ っ て 昼 の 時間

帯の 中で
一

度 も 30℃ 以 上 に ならない 対象住宅が 3 件

（IZ，HS ，IT） あ り，エ ア コ ン を使 うこ と で 暑熱環境 が

緩 和 され る こ と が 期待 され る．図 5 よ り夜 の 時間帯に

お い て は ほ とん どの 対象住宅 に お い て 室温 が 25℃ 以

上 と なっ て い た ．さらに，30℃ 以 上 とな っ た 対 象住 宅

が あ り，夜の 時 間帯 を 通 し て 30℃ 以上 の 状態 が 続 い た

対象住 宅 もみ られ た．

3−5．エ ア コ ン の 使 用 時の 温 度

　冷房開始時 の 室 温 は ，図 6 に 示 す よ うに 26℃ 以 上 が

多く，ほ とん どが 30℃ に達す る前 に 冷房 が 開始され て

お り，こ の こ とか らは 在室高齢者 の 温 冷感 の 低 下 は推

察されなか っ た．ま た，多 くの 対象住宅 で 冷房中の 平

均 室 温 は 「高 齢 者 ・身 体 障害者 に 配 慮 し た 住宅 環境評

価基準値 」 で 示 され て い る 夏季 に お け る温 度基準値
5 〕

の 「25 ± 2℃」 の 範 囲 内 と なっ て い た （図 7）．

3−6．要介護
・
看護者 の 室内温度

エ ア コ ン の あ る 要 介 護 ・看 護 者 の 居 住 住 宅

（IZ ，
YS

，SI，
HN ＞ で は介護 ・看護を必 要と しな い 場合

表 5 グ ロ
ーブ 温 度 と室温 の 比 較
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グ
居
一ブ

嗹
ゲ
忌
一プ

嗹
グ
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づ

齷 勿冒
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盤’皿 厘 血

A鴨 〔℃） 267　 　 25．729 ．4　　 29．3275 　 　 27．627 ．B　　 27、5
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図 2　真 夏 日の 日 中の 生 恬 室 の 室 温 （200818／3）
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図 3　真 夏 日 の 夜 間 の 生活室 の 室温 （20081813〜814）
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図 4　 「昼」 の 時間 帯 中室 温 が 30℃ 以 上 とな っ た割 合
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（TK ，WT ＞ と比 べ て 室 温 が低 くな っ て い た （図 8）．

特に ，最低 室 温 は 基準値
5）

を下回 る値 と な っ て い た ．

要 介護
・
看護者 の ほ とん どは 自身 に よ るエ ア コ ン の 操

作が 行 うこ とが で き な い ．そ の た め，室温 管理 は家族

等の 介護者 に 頼 る こ とに なる もの の ，介護者 に 意向が

伝 わ らない た め 長時間の 冷房 とな りやす い ．さらに ，

寝たき りの 場合 に は居住高さも低 くな る た め 長時間の

冷房 に よ り低 温 に な りやす い と考 え られ る，

3−7．体感温度に つ い て

　各対象住宅 の PMV ，PPD ，SET
＊

を表 6 に 示 す，　 PMV

に つ い て は 4 件 （YS，ST，HS ，TK ） が 1 （やや暑 い ）に

近い 値 となっ て い た．その
一

方 で 気流 の 影響 か らPMV

が 負 の 値 とな る住宅 が 3 件 （IZ ，
SI

，
HN ＞み られた ．　 SI

宅は 住宅の 開放性 か ら気流を得，HN 宅 は 扇風機 の 使

用に よ っ て 気 流 を得 て い た た め と考え られ る．

　 ま た，SET ＊

に つ い て は 2 件 （YS ，HS ） が 室 温 以 上

とな っ て い た．PMV ，　SET
＊
が 高 か っ た 住宅 に お い て は

室内が高温 多湿 で あっ た こ との 他 に住宅 の 開放性 が 低

く気流 が 得 られ て い なか っ た （表 2 参照） こ とが 要因

と推察 され る．
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図 6　 エ ア コ ン 開始 時 の 平均室温 と標 準偏差

”t　　　 ｝

1・
：

　。菰　 瓢　．鷲蟹 葦

圃 … ；

｛
’“

．
’

1∵
”旧 

｝
…

。二1。鷺：。 ＝

1・ト
　　尸尸〆　　　ゴ幽h 幽F幽幽睥幽い伽幽臼門臼ρρhh

甥 黠　 t：
R
：塵 ．揺匸磊宦

　　　　　　　　　 4 、ま とめ

　新潟 県 内 に お い て 高齢者 が 居 住す る 12 戸 の 住 宅 を

対象 に，夏季 に おける 室 内熱環境 の 実測調査 を 行 っ た，

そ の 結果 よ り以下の こ とが わ か っ た．
・真夏 日 に お い て エ ア コ ン を 使用 し ない 場合，室温

　 は 30℃ 以 上 と高 くな っ た．

・冷房開始時の 室温 は
一

様 で はない もの の ，30℃ に

　 達する前 に は 開始 して い た．

・冷房 の 使 用 中，室 温 は 25 ± 2℃ の 範 囲 内 と な っ て い

　 た ．

・要介護 ・看護者居住室 に お い て は 冷房 時間 が 長 く

　 な り，そ の た め 室 温 が 低 くな る 傾 向が み られ た ．

・気 流 が 弱 い 場 合 に は SET ＊

が 28℃ 以 上 と な り，体

　 感温 度が 高 くな っ て い た ，

　室内が 厳 しい 暑熱環境 とな る 場合がみ られたが，特

に高齢者 は 体温 調 節機能 が 低 下 す る た め，エ ア コ ン を

用 い る等 の 対策 に よっ て 環境を整 え る必要が あ る．一

方 で ，自身 に よ る エ ア コ ン の 操作 が 行 うこ と が で き な

い 要 介護
・要 看 護 の 高齢者の 場 合，室温 低 下 に配 慮 し

た エ ア コ ン の 適切 な使用 に っ い て の 検討 が 求 め られ る ．

　 さらに，今後，高齢者や住宅 内で の 熱中症 の 発症防

止 を考慮 した 熱中症 発症 予 測モ デル の 作成が 望 ま れ る．

匚 （25 ± 2℃ ）・・騰 騨 ｛直 ：謙 室

　 　 　 図 7　 エ ア コ ン 使 用 中の 平均室 温 と標 準偏 差
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　　　　　　 図 8　要 介護 ・看 護者 の 室 温

表 6　各対 象住 宅 の PMV ，PPD ，SET
＊
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