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病室 の 向きと間仕切 りカ ー テ ン の 開閉が病室環境に与 え る影響
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Abstract： This　study　 examined 止 e　illuminance，　temperature，　 and 　humidity　hl　patient　rooms 　facing　south 　and 　north 　to

elucidate 血 e　effect 　of 　patient　room 　erientation 　and 　open 　or　closed 　partition　curtains 　en 　patient　reom 　environment ，　The

average 　levels　of 　illumina　lce 　at　the　window 　side 　of 　patient　rooms 　facing　south 　were 　3964　iX　at 　7：00　a．m ．，4304 　iX　at 　11 ：30

a．m ，　and 　l6521x　at　4 ：00　p．m ，　showilg 　that　the　illuminance　in　the　patient　roorns 　facing　south 　was 　high　in　the　early 　mornilg

and 　became　low　in　the　afternoon ．　Meanwhile，　the　levels　ofi ［［uminance 　in　the　patient　rooms 　facing　nonh 　were 　1914　lx　at　7：00

a．m ．，3746　b【 at　l　l：30　am ．，　and 　4052　b【 at　4 ：00　p，m ．，　indicating　that　sunlight 　resulted 　in　high　levels　of 　illuminance　il　the

afternoon ，　making 　the　roem 　envirenment 　at　night 　favorable．　In　additi。 n，血e　rec 。 rnrnended 　level　 of 　illuminance血 patient

rooms 　could　be　achieved　more 　easily　by　fUlly　opening 　p飢 ition　curtains 　in　early 　moming ．　There　was 　no 　significant　dif驚rence

in　thc　mean 　temperatUre 　betWeen　the　rooms 　facing　nonh 　and 　the　rooms 　facing　south ，　The　mean 　humidity　hl　the　patient　rooms

facing　south 　and 　nor 血 were 　48．1土 10．4％ and 　50．7土99 ％，　respectively ，　show 血g　sigriificant 　difference　at　p ＝0，006．

Key 　words ：patient　room 　enviro   lent ，　illuminance，　temperat 肛 c，　humidity，　recuperation

要旨 ：療養環 境 は病気 の 回 復 に影響 を与える と言 われ、中で も光環 境や温 熱環境 の 調 整 は 重要 で あ る。本研 究は、

病 室 の 向 きに よ る照 度や温 湿 度 の 違い 、病室 の 間仕 切 りカーテ ン の 開 閉 に よ る 照度 の 違 い を調 査 した。そ の 結果、

南 向 き病室 の 窓際 の 平均照度は 、7 時が 3964　iX、11時 30分 が 43041x、16時が 16521xを示 し、早朝 に 高照度 を

得、昼 以 降 に低 くな っ た 。

一方、北 向 き病室 は、7 時が 19141x 、11 時 30 分 が 37461x 、16 時が 40521x で 、西 日

の 影響 か ら昼 以 降も高照度を得、夜型化す る環境で あ る と考えられた。また、早 朝に 間仕切 りカ
ー

テ ン を全開に

す る と、室 内 の 推奨 照度 が得易 い と示 され た。南 向 き病 室 と北 向 き病 室 の 平 均 温 度 に は 、有意 差 を認 め な か っ た。

湿 度 につ い て は、南向 き病室 の 平 均湿 度は 48．1± 10．4％、北向 き病室の 平 均湿 度 は 50．7± 9．9％、p ＝O、006 で 有

意差を認 めた。

キーワード ：療養環 境 、 照度、温 度、湿 度、回復

　　　　　　　　 1 ．は じめ に

　我 が 国の 三 大 死 因 で あ る悪性 新生物、心 疾患、脳 血

管疾患の 発症 に は、ス トレ ス の 関与が 指摘され て おり、

ス トレ ス は患者 の 心理 的動揺等 の 問題 行動 と して現 れ

回復 を妨げる （落合，2003） とい う報告 が あ る。入 院

患者 は様 々 な ス トレ ス を抱 え、約 6 割 が不 眠 を訴 え て

い るが、不眠 は抑 うつ などにつ なが り疾患 の 回 復を妨

げ る 要因に もな っ て い る。良い 睡 眠 を と る こ とが健 康

づ く りに は重 要 で あ り （清 水 ，2013）、ス トレ ス を緩 和

し回 復 につ な が る療養環 境 の 提供が 望まれ て い る。ま

た、療 養環 境 と回 復 の 関係 に着 目 した 研 究 で は、窓 か

ら ビル の 壁 しか 見 えない 病室 の 患者 に比 べ て、木 々 の

緑 の 見 え る病室 の 患者 は鎮痛剤 の使用量 が少なく、ポ

ジテ ィ ブ な反 応 を示 した （Ulrich ，1984 ） と報 告 され

て い る よ うに、自然 を取 り入 れ た 環境 は ス トレ ス の 緩

和に つ なが る と考 え られ る。さ らに、朝、高照 度 の 自

然光を浴び る と睡眠 と覚醒 の リズ ム が整 うとい う報告

（戸 田，2007） も あ り、病 室 環境 が回 復 に 影響 を与 え

る環 境 に適 して い る の か 明 らか に した い と考 え た。

　 現 在、多 く の 病院で は廊 下 を挟み 南 向 き と北 向 き に
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病 室 が配置 され て お り、北向 きの 病 室 は 自然 光 が不 足

して い るの で は な い か と推 測 され た。そ こ で 、本 研 究

で は、病室の 向 きの 違 い に よ り、温 湿 度や照度 に 変化

が あ る の か 、また、多床室 に お い て は、間仕切 り カー

テ ン の 開 閉状況 に よ り、照度 に ど の よ うな違い が あ る

の か を明 らか に す る こ とを 目的 と した。

　　　　　　　　　　2 ．方法

2．1 病室 の 温 度、湿 度、照度調 査

2．1．1 調査病室

　 関東 地 方 の 急性期病院の 5 階 に ある 内科病棟 の 個室

お よび 4 床室で 測定 した。廊下 を挟ん で 南向 き と北向

きに 対 面 に位 置 す る病 室 を 選 定 した が 、個室 は 北向き

に は配置 されて い ない た め、南向 き個室 の 対面 に あ り

同等 の 面 積 を有す る 2 床室 で 測定 した。

2．1．2　調査方法

　2013 年 4 月 1 日〜同 年 7 月 31 日に実 施 した。図 1

に 温 度 ・湿 度 ・照 度の 測 定位置 を示 す。温湿 度測定は、

サー
モ レ コ

ー
ダ
ーRS−13 （エ ス ペ ッ ク） を使 用 し、15

分 毎 の 連 続測 定 と した。設 置場所 は 、患者の 移 動 な ど

の 妨げに な らな い 病 室 入 口 の 壁 面 と し、高齢者 の 平均

身長 （日本人 の 食事摂 取 基 準，2010版） に合 わせ て 床

上 1500皿 の 高 さに設置 した。照度 は ANA −F 照度計 （東

京光電製）を 用 い た。病 室 の 入 ロ、中央 、窓 際の 3 か

所 で 測 定 した。入 口 の 測 定 場所 は ドア か ら 500  内側 、

病室 中央は 入 口 と窓の 中 間 で、窓 か ら 290Q 皿 囗内側、窓

際 は 窓 か ら 400  内側 と し、床置き式 の 冷暖房機 を避

け て測 定 した。照 度測 定 面 の 高 さ は 、日 本工 業規格

（JIS ： Japanese　 Industrial　 Standards ） の 照 度 測 定

法 に 準拠 し床 上 800 皿 と した。測定時間は、患者 の 起

床時刻 及 び 日の 出、日南 中時、日の 入 りか ら算出 し、7

時、11 時 30分、16 時…に 測定 し た。測定条件 は、入 口

の ドア を閉 鎖 し、室 内 照 明 は天 井 の 蛍 光 灯 の み を点 灯

し、窓 の カーテ ン は 開放 し た ま ま で 行 っ た。

　温湿度 は、15 分毎 の 連続 データ を、1 目毎の 平均値

に 直 し、調査 期間中全体の 平均温度 と平均湿 度 を南向

き病室 と北向 き病室 で 比較 した。ま た、月別 の 平 均温

度 と平 均 湿 度 を南 向き病 室 と北 向 き病室 で 比較 し、検

定 は t 検 定 を用 い た。照度 は、南向き病室 と北向き病

室 の 平均値を測定位置 お よび 測 定時間 別 に比 較 した、

2．2　多床室の 間仕切 りカー
テ ン 開閉時の 照度調査

2．2，1 調査病室

　2．1．1 で調査 した 病院内の シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン 室 と し

て 使 われ て い る 病室 で 測定 した。南 向 き と北 向 き に 位

置す る 4 床室の 2 室 を用 い た。

2．2．2　調査方法

　2013年 7 月 29 日〜8 月 2 日の 5 日間で 実施 し た。図

2 に 調 査病室の ベ ッ ドの 位置 とカ
ー

テ ン の 配 置、照度の

礪
一
「 　 「漏 「

廊下 側

温湿度測定位置
病室 入 ロ壁面

十 FL15eOmm

照度測定位置

  入 ロ

ドアか ら500mm

  病室中央

窓か ら2900 旧旧

  病室窓際

窓か ら400mm 内側
十 FLseernm

測定 条件

  ドア ：閉
  窓の カーテン ：開
  天井 灯 ；点灯

図 1　温度
・
湿度

・
照度測定位置

窓側

●

口 窓 側 左

　　　 ●
窓側 右 口

カ ー
テ ン

廊下 側左

　　　　●
廊下 側右 口

入 ロ

廊 下 側

測定位置
ベ ッ ドの 枕元

十 FL600mm

測 定条件

天井灯 ：点灯
カーテ ン条件
・全開
・窓側 半開
・廊下 側半 開
・全閉

図 2　ベ ッ ドの 位置 と カーテ ン の 配 置、照度測 定位置

測定位置 を 示 す。南向 き と北向きの 4 床室 内 の 全 て の

ベ
ッ ド周囲の カー

テ ン を 全 開に した 場合 （カ
ーテ ン 全

開 ）、窓側 の ベ ッ ド周 囲 の カーテ ン を 全 開 に した 場合

（窓側半開）、廊下 側の ベ
ッ ド周囲の カ

ー
テ ン を全 開 に

した 場 合 （廊 下 側 半 開 ）、全て の ベ ッ ド周 囲 の カ
ー

テ ン

を閉 じた 場合 （全閉）の 4 条件 と し、室 内 の 天 井灯 は

点灯、消 灯 の 2 条件で ANA−F 照度計 を用 い て 測定 した。

測定位置 は 、病室 入 口 か ら見 て 廊下 側の ベ ッ ド左 右 と

窓 際 の ベ
ッ ド左 右 の そ れ ぞ れ の 枕 元 と した。高 齢 者 が

使用す る こ との 多 い ベ ッ ドの 高 さに 合 わせ て 床上

600  ．の 位置で 測定 した。測定時 間は、朝 7 時、昼 n

時 30 分、夕 16 時の 3 回 行 っ た。

2，3 倫理 的配 慮

　獨協 医 科大学倫理 審査委員会お よ び 対象施設 の 倫理

審査委員会の 承認 を得 て 実施 した。調査 病棟 の 責任者

に研 究内容 を説 明 し、研 究協力 の 承 諾を得、調 査病室

の 患者 に は 、研究の 主旨及 び 配慮 の 内 容 を文 書 と口 頭

で 説 明 し協 力 を得 た 。

　　　　　　　　　　3 ，結果

3．1　 対 象病室の 温 熱環 境

　 対象病院は 、外気温 の 変動に 合わ せ て 冷暖房 を切 り

替 え て い る。暖房 は、蒸気 （東洋 急速温 水 機 1975年製）

を循環 させ る シ ス テ ム で 、冷房 は 冷却 （三 菱 空調 冷凍

機器冷媒 CTE−22006 年製） した 空 気 を 循環 させ る シ ス

テ ム で あ る 。 切 り替 え は 、
ボイ ラ

ー
室 で 中央管理 を し

て い る。各病室 に は、床置き式 の 冷暖房機 （LIVING　MASTR

MITSUBISHI）が 窓 際に 1 台 設 置 され 、電源 の 操作 は 各
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部屋 で 行 っ て い る 。 温度調 整 は 、弱 ・中 ・強の 送風量

で調節 し ， 温 度設 定は で きない。調査期間中は、4 月 1

日か ら 5 月 6 日まで の 6 時か ら 20時 30分 ま で暖房 が

稼働 し て い た。5 月 6 日か ら 5 月 30 日ま で は冷 暖 房 の

稼働 は な か っ た。冷房 は 5 月 31 日 か ら稼働 し、時 間は

6 時 か ら 20時 30 分ま で で あ っ た。7 月 7 目か ら稼働 時

間は 24時 間 とな り、7 月 31 日まで 続 い た。

　 図 3 に 月別 の 南向き 北向き病 室 の 温 度変化 を 示 す。

南向き病室 の 平均温 度は 24．　3± 1．5℃ 、北 向 き 病室の 平

均温度は 24．2± 1．6℃で、P＝0，474で有意差はなか っ た。

月 別の 平均温度を比 較 した 場合も有意差は な か っ た。

　図 4 に 月 別 の 南 向 き北 向 き病 室 の 湿 度変化 を示 す。

南向 き病 室 の 平 均湿 度は 48．1± 10．4％、北向き病室 は

50．7± 9．9％で 、P＝0．006 で 有意差 を認 めた。月別 で は、

4 月 の 平均 湿 度 は 南向 き病室は 40．1± 8．2％、北向き病

室 は 43．7± 8．9％　P＝0、023 で 有意差 を認 めた。7月 の

平均湿度 は、南向き病室 は 52．9± 4．2％、北 向 き病 室 は

55．2± 3．3％　P＝0．001 で 有意差を認 め た。

3．2 対象病室 の 光環境

　 図 5 に 4 か 月 間 の 南 向 き と北 向 き病室 の 窓際 の 平 均

照度 の 経時変化 を示 す。南向き病院室 の 窓 際 の 7 時 の

平均値 は 39641x で最小 値 2201x 、最大値 197001xで

あ っ た Dl1時 30 分の 平均値 は 43041x で 最小値 6101x 、

最大値 99601x で あ っ た。16時 の 平均値 は 16521x で 最

小 値 2201x 、最大 値 70801x で あ っ た。南 向 き病室は 、

日南 中時 に向 っ て 午前中に 照度 が最大に な り、16時の

照度 は低 くな っ て い た。一
方、北向 き病室の 7 時の 平

均 値 は 19141x 、最小 値 2601x 、最大 値 440elx で あ っ

た、11時 30 分 の 平 均 値 は 37461x で 最小 値 7401x 、最

大値 89301x で あっ た。16時の 平均値は 40821x 最小値

1601x 、最大 値 25000　 bXで あ っ た。北 向 き の 病 室 の 照

度 は、日南中時 を過ぎ 16 時が最大に なっ て い た。照度

は 、午前中は 南 向 き が高 く、夕 方 は 北 向 きが 高 くな っ

て い た 。

3．3　多床室 の 間仕切 りカーテ ン の 開閉に よ る照度

　 測定期 間 の 5 日間の 天 気は、晴れが 昼 1 回、雨が 朝

1 回、そ の 他 は 曇 で あ っ た。

　 図 6 に 7 時の カ ーテ ン の 開閉お よび 南向き ・北向 き

病室別照度 の 5 日間 の 平均値を 示 す。南向 き、北向 き

病 室 共 に窓 側 が 高 く、廊 下側 が 低い 値 で あ っ た。全て

の カ
ー

テ ン を全 開 に する と、病室 内 の 推奨照度 で あ る

100〜2001x を得 られ るが、そ れ 以 外 で は 廊 下 側 の ベ ッ

ドで は 1001x 以 下 で あっ た、図 7 に 16時の カー
テ ン の

開閉お よび南向 き ・北 向 き病室 別 照度 の 5 日間 の 平 均

値 を示 す。北向き病室の 照度は 南向き病室 に 比べ 、全

て の 条件 で 高値 を 示 し、カー
テ ン の 窓側 半 開 の 窓 側 右

ベ
ッ ドで 32271x と最 高 値 を示 し た。

図 3 南向き北向き病室の 月 別 温 度変化

一
南向 き痾星 　　

・
北向 き病室

巳0　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3D

　

　

丿角
6D
　
　

40

〔
馨

制

駸

20
　 4〆1　　　 4〆巳　　　4〆15

8050

　

 

R
邑

郵

騨 〆
Ptkil

　 4月　　　　　　　 　　　　　　 5月

　 　 　薯
6a

　　　詞4、
　 　 　 　 　 ド　　t／’
＝O．023　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　−0

　 　 　 20
↓〆22　　　4／29　　　　　5／1　　　5／8　　　5〆15　　　5／22　　　5／29　　旧1

　 　 　 80

　 　 　 　 　
　 　 s月

　 　 　 40

2。 　 　 　 　
＝O，2352

。 　 　 　 　
　

5〆1
　

6〆8E ／156 〆225
懼 　 ア〆1 　 7β 　 7〆157 〆22 ア〆萵

図 4 南 向 き北 向 き病 室 の 月別 湿 度 変 化

図 5 南向 き北 向 き病 室 の 窓 際照 度 の 経時変 化

図 67 時の カー
テ ン の 開閉お よ び部屋 の 向き別照度
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図 7　16時の カーテ ンの 開閉お よび部屋 の 向き別 照 度

　　　　　　　　　 4 ．考察

4．1 光環境

　Jls照 度基準 で 示 され て い る病室の 照 度 は 100〜200

1xで ある。南向き病室 と北向き病室 共 に 病室 の 窓際照

度 は 基 準 を満 た して い た。南 向 き病 室 の 窓 際 の 平 均 照

度は、7 時 39641x 、11時 30分 43041x 、16時 16521x

で あり、朝 か ら昼に か け照度は上 が り、夕方 は 下が る
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傾向 を示 した。一方、北向 き病 室 の 窓 際の 平均照度は、
7 時 19141x 、11時 30分 3746　bX、16時 40821x と朝の

照度が 最も低 く、夕方 に向 っ て 高 く な る傾向を示 し た、

北 向 き病 室 の 16時 に 高照 度 を示 す の は、西 日 の 影響に

よ る もの と推 察 した。

　人 間は、午前中 に メ ラ トニ ン の 抑制効果の あ る 2500

1x以上 の 高照度 の 光を浴び る こ とに よ っ て 、人間の 生

体 リズ ム が 改善 され る と言 われ て い る （森 田，2002）。
ま た 、30001x 以 上 の 光で あれ ば、メ ラ トニ ン 分 泌 開始

を有意 に 前進 させ ， サ
ーカ デ ィ ア ン リズ ム位相 を前進

させ る と言わ れ て い る。反対 に夜間前期に 高照 度 の 光

を 浴 び る とサーカデ ィ ア ン リズ ム が リセ ッ トされ ず 、

夜 型 化 し不 安定 に な る とい う報告 か ら、午前中に強 い

光を 浴 び、夕 方 に は 徐 々 に 照度を下 げて い くの が 望 ま

し い と言 える。本調 査 の 結果 か ら、南向き 病室 は午前

中に 30001x 以 上 の 高照 度 の 光 が 入 り、サーカ デ ィ ア ン

リズ ム 位相 を前進 させ 、生体 リズ ム は朝方化に 整 っ て

い くと考え られ る 。 さ らに、午後 は 照度 が 下 降す るた

め、サーカ デ ィ ア ン リズ ム 位相 を後退 せ ず、自然 な眠

りに っ く よ うな 適切 な光環境 と なっ て い る と考え られ

る。一
方、北 向 き の 病 室 は、夕方 に 高照度 の 光 を浴 び

る こ とで 、サ
ー

カ デ ィ ア ン リズ ム 位 相 が後退 す る と考

え られ 、大川 （2007）が 報告 し て い る よ うに深 夜 を過

ぎ て も 眠 気 は 出 現 し に く く不 眠 と な り、夜 型 化 に つ な

が る可 能 性 が 考 え られ る。た だ し、調査 は 4 ヵ 月 間 の

デ
ー

タ の 分析 で あるた め 、 精度 を高 め る た め に は 年間

を通 して の 調 査 が 必 要 で あ る。多床室 の 場 合、間 仕切

りカ
ー

テ ン を 全 開 にす る と推奨照度 を得 られ た 。
プ ラ

イ バ シ
ー

の 確保 の た め に、カーテ ン を 閉め きっ て い る

状況 も認 め られ るが、早朝 だ けで もカ
ー

テ ン を 全開 に

して 高照度 の 環箋が 提供 で き る よ うに す る 必 要 性 が 示

され た。
一

方 で 、北向きの 病室 は 、夕方 の 高照 度 の 光

を遮 る た め に 、カ
ー

テ ン を 閉 め て 遮 光 の 工 夫 が 必 要で

あ る と示 され た。

4，2 温熱環境

　南向き病室 と北向 き病室 の 平 均 温 度 に差 は な く、月

別 の 平 均 温 度 で も有 意差 は な か っ た。建築物環 境衛 生

管理基準で は、室内の 温 度 を 17℃ 以上 28℃ 以下 に 定 め

て お り、 す べ て の 月 で 基準 の 温度内で 推移 して い た。

温 度 は病室 の 向き よ る違い は な く、適切 な室 内気候 で

あ っ た。

　南向 き 病室の 平 均 湿 度は 48．1± 10．4％に 対 して、北向

き病室 の 平均湿 度は 50．7± 9．9％と高 く、p＝0．006 で 有

意差 が あ っ た。建築物環境衛生 管理 基 準 で は、室 内 の

相対 湿 度は 40％以 上 70％以 下 で あ り、南向き病 室、北向

き病室共に 基準内の 湿 度で あ っ た 。 月 別 の 平均湿 度 は、

4 月 は 雨の 日が 多く、6 月か ら 7 月は梅雨の 影響を受け

た と推察され た。ま た、冷暖房機 の 稼働 の 影響を受け

たため と推察 で きた。

　　　　　　　　　 5 ．まとめ

　本研究 で は 、病室の 向 き の 違 い に よ る 、 温 熱環 境 と

光環境 の 変化、お よび、病室 の 間仕切 りカー
テ ン の 開

閉の 程度 に よ る照 度 の 差 を明 らか にす る こ と を 目的 と

して 、南向き部屋 ・北向き部屋 の 2 病室 を用 い て 温 湿

度、照 度測定 を行 っ た。得 られ た知 見を以 下 に 示 す。

）1

）2

）3

南 向 き の 病 室 の 平均 照 度は、朝、30001x 以上 の

高照度を示 し、昼以 降下 降 した。北向き病室の 窓

際の 平均 照度 は 、昼以 降 に 上 昇 し 16時が 40821x

とな っ た。南向き病室 は、サーカ デ ィ ア ン リズ ム

位相 を前進 させ 、自然な眠 りを誘 発 し回 復 に つ な

が る適切 な環箋 で あ る と推察 で きた。北向きの 病

室 は、サ
ー

カ デ ィ ア ン リズ ム 位 相 を後 退 させ 夜型

化 に つ なが る 可 能性 が考 え られ た 。

間仕切 りカーテ ン を全 開に す る と推奨照度を得

られ た こ とか ら、朝、カ
ー

テ ン を 全開 に して 高照

度 の 環境 が 提供 で き る よ うに す る必 要 性 が 示 さ

れた。一
方、北向き病室 は 夕方の 高照度 の 光を遮

るた め に、カーテ ン を 閉 め て遮 光 の 工 夫 が必 要 で

あ る と示 された。

病 室 の 平 均 温 度 に有 意 差 は な く、平 均 湿 度 で は、

南 向 き 病室 に 比 べ 北向 き病 室 が 高 く な る 傾向 を

認 めた が 、1年 間 を 通 して の 調査 が 必 要 で あ る。
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