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maintenance 　of 　indoor　Odor　of　AIJES．　An 　acoep 鳳）le　level　measJred 　by　30　panels　of 　smoker 　was 　18　at 〔》dor　coneentratiori ，
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olfaction

要旨 ： 本報で は、嗅ぎ窓式無臭室法を用い て 喫煙者 と非喫煙者の たば こ臭に 関する評価の 違い を検討 した 。

嗅ぎ窓式 無臭室 内 が臭気 濃度 3、10、30 とな る よ うに た ば こ 臭を注入 し、嗅覚パ ネル 選 定試験 に合格 した 20

代 前半の 男性 喫 煙者、男性 非喫 煙者、女 性喫 煙者、女 駐鋼 喫煙者、各 15名 の 計 60 名 に評 価 させ た。評 価項 目

は、6段 階臭気 弓鍍 、9段階「夬
・不快度、容認 陸、臭気質、身体 へ の 影響であっ た。パ ネル 60名に よる許容 レ

ベ ル を求め る と、臭気濃度 7．2 で あっ た。押 契堙者 30名の 許容 レベ ル は臭気濃度 4．7、30名の 喫煙者 の許容 レ

ベ ル は臭気濃度 18で あ り、目本建築学会臭気規準で あ る 臭気濃度 5 と非喫煙者の 許容 レ ベ ル は 同程度の 値で

あっ た。また、たば こ臭の 評価にはパ ネル 本人の 喫煙の 有無だ けで な く、同居人の 喫煙 の 有無 も影響 してい る

可能卜生が示 された。
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ード ：た ば こ 臭、パ ネル 、嗅 ぎ窓式無臭室、臭気 濃度、嗅覚測 定法

　　　　　　　　 1 ．は じめ に

　平成 15年 の 健康増進法 の 施行 に よ り、主 な 公 共 空 間

で の 受動喫煙 の 防 止 が 義務付 け られ て 以 降、健康影響

の 面 か らた ば こ 煙 に 関す る 関心 が 高 ま っ て い る。た ば

こ 煙 に つ い て は 、そ の に お い が 快 ・不 快感 に 影 響 す る

側面 もあ り、室 内 の にお い 環境 の 質 を左 右 す る 1 つ の

要 素 と して た ば こ 臭が 挙げ られ て い る。た ばこ 臭 に 関

して は、喫煙者 と 比 較 し て 非喫煙者 の 方 が 敏感 で あ る

とされ て い るが 、その 詳細 は 明 らか に され て い な い
。

ま た 、た ば こ臭の 臭気成分分析、測定 ・評価方法 に 関

す る 研 究 も数 多 く行 わ れ て き た が、た ば こ 臭 の 感 覚 と

そ れ ら との 関係 は 不 明 な 点 が多い
。 そ こ で 、本研 究で

は た ば こ 臭 の 評価 に着 目 し、第 1 報で は 喫煙者と非喫

煙者 の 評価 の 違 い 、第 2 報 で は た ば こ の 付着臭 に 関す

る機 器 測 定 と感 覚 評 価 の 関係 、第 3 報 で は環 境 た ば こ

煙 の 臭気成 分 に つ い て 検討 を 行 い 、第 4 報 で は 喫煙車

と禁煙車 の 臭気 の レベ ル を 調査 し、喫煙 車 内 に お け る

た ば こ 臭の 影響 を 明 らか に した。

　第 1 報 で は、嗅ぎ窓 式 無 臭室 法 を用 い て 喫煙 者 と非

喫煙者 の たば こ 臭に 関す る評価 の 違 い を明らか に し、
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喫煙者 と非喫煙者 が 混 在 す る 場 所 と喫煙所 の た ば こ 臭

の 許 容 レベ ル の 考 え 方 を示 した。

　　　　　　　　 2 ，実験方法

　嗅覚測 定法 に 関 して 、に お い 袋法、入 室 法、嗅 ぎ窓

式無臭室 法 が あ る が、本 実 験 で は 嗅ぎ窓 式 無臭室 法 を

用 い た。lL の フ ラ ス コ 内 で た ば こ 1 本 を燃 焼 させ 、

た ば こ 臭を 10mL 採 取 し、3L に お い 袋 へ 注 人 し原 臭と

し た。原臭を ス テ ン レ ス 製 の O．6   （1200   × 5001mu

× 1000　nrm） の 嗅ぎ窓式無臭室 に 注 入 し、臭気 濃 度 3、

10、30 と なる よ うに設 定 し た。各サ ン プ ル に つ い て喫

煙 が 許可 され た 空 間 で に お い と し て パ ネル に評価 させ

た。パ ネル に は 5 基 準 臭を 用 い た 選定 試験 に 合格 し た

20 代前 半の 男 性 喫煙者、男性非喫煙者、女性喫煙者、

女性非喫煙者、各 15名 で 計 60 名 を 採用 した。評 価項

目は 、6 段階 臭気強度、9 段階快 ・不快度、容認 性 、臭

気質、身体 へ の 影響 で あ っ た 。パ ネル に は た ば こ 臭の

評価実験 で ある こ と、実験中で あっ て も 自身 の 判断 で

実 験 を 「nlltで き る こ と を 口 頭 で 説明 し、了 承 を 得た 後、

参 加 させ た。

　　　　　　　　　 3 ．結果

3−160 名の デ ー
タ に 基 づ く許 容 レ ベ ル

　 日 本建 築学会 室 内 臭気規準 に よ る と、許容 レベ ル （非

容認率 20％の 値） を求 め る際 に は パ ネル 60 名を採用

す る こ とに な っ て い る た め、パ ネル 60 名 に よ る 嗅 ぎ窓

式 無 臭 室 法 で の 臭 気 濃 度 と非 容認 率 の 関 係 を 求 め た n

そ の 結果 、許 容 レ ベ ル は 7．2 で あ り、臭気 規準 の 臭気

濃度 5 よ り若 干高 い 値 とな っ た。

3−2　喫煙者 と非喫煙者 の 許容 レ ベ ル の 比 較

　喫煙者 と非喫煙者別 の 臭気濃度 と非容認率の 関係を

図 1 に 示 す。許容 レ ベ ル は 喫煙者 で は 臭気濃度 18、非

喫煙 者で は 臭気 濃 度 4J とな っ た c 非 喫 煙者 の 許 容 レ

ベ ル は 目本 建 築 学 会 臭気 規 準 5 と 同 程 度 の 値 と な っ た。

3−3　 同 居人 の 喫煙 の 有無 に よ る 許 容 レ ベ ル の 比 較

　パ ネル を喫煙者 と非喫煙者 に 分類す る だけで な く、

パ ネ ル の 同居 人 の 喫煙 の 有無 も加 味 し、臭気濃度 と 非

容認 率 の 関係 を 求 め た．t 結果 を 図 2 に 示 す，、パ ネル の

喫煙 の 有無だけで は な く、同 居 人 （家族等） の 喫煙 の

有無 が 非容認 率 へ 影響 を及 ぼ し て い る 可能性 が 認 め ら

れ た．こ の 原 因 と し て は 、臭気 強 度 が 関 係 し て い る と

考 え られ る。特 に 、臭 気 濃 度 3、10お よ び 30 の と き の

結果 に そ の 傾向が 現れた。非喫煙者 で 同 居 人 も非喫煙

者 で あ る とき、同 じ 臭気 濃度 に 対 す る 臭気 強度 が 最 も

高 く、非喫 煙者 で あ っ て も 同 居人 が 喫煙 者の 場合 に は

喫煙者と同 程度の 臭気強度 となっ た。喫煙者 で あ り1司

唐 人 が 喫煙者で あ る場合 に は、臭気強度 が 最 も低 く、

非 喫 煙 者 ・同 居 人 非 喫 煙 者 と喫 煙 者 ・同 房 人 喫 煙 者 の

臭気強度 に は 1％の 水準で 有意差 が認 め られ た 。

　　　　　　　　　 4 ．考察

　 喫 煙 者 と非喫 煙者 の 許容 レ ベ ル を 求 め た 結果か ら、

喫煙者 と非喫煙者 が混 在す る場所 に お い て は 非喫煙者

の 評価 を 基 に許 容 レ ベ ル が 考 え られ るべ き で あ り、臭

気濃度 5 （日 本建 築学会臭気規準 と同値） を許 容 レ ベ

ル とするの が 妥当で あ る と考え られ る。　方 、喫煙所

の よ うに 喫煙者 しか 在 室 し ない 場所 で は、喫煙者 の 評

価 を 基 に した 臭 気 濃 度 18 を 許 容 レ ベ ル とす る 考 え 方

も あ る と考 え られ る。
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図 1 臭気濃度 と非容認率の 関係 に 関す る

　　　　 喫煙者 と非 喫煙 者 の 比 較
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図 2　パ ネル 本人 と同 居人 の 喫煙 の 有無 に よ る

　　　　　 各臭気濃度 の 非 容 認 率
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