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1 緒言

人 の 体温は外界 の温熱環境の変動 に かかわ ら ず ，

常 に 一 定 に保 た れて い な く て は な ら な い . 人 体 に

は 生理 的 に 体温調節機能 が あ る . し か し ， 裸体で

は こ の 調節 に も 限界 が あ り ， 外 界 の 気温の変化 に

適応 し て着衣 し ， 体温の維持 に つ と め て い る .

人 は様 々 な 気 温 に お い て ， よ り 快適 な 状態 を 得

る た め に ど の 程度 の 着衣 を す る の で あ ろ う か. 本

研究 で は ， 着 衣量 を 重量 と い う 一つ の 物理量か ら

調査 し ， 気温 と 着衣 量 の 関係 を 明 ら か にす る こ と

を 目 的 と した .

2 測定・調査

2・1 被服 の分類 と 被服重量の測定

- 調査対象 : 男 女大学生 (長野県在住)

・ 使用 機器 : 電子天秤 (saritoriusBJ6100) 

2・2 衣服重量及び主観的快適感 の調査

- 調査対象 : 男 女大学生 (長野県在住)

- 主 な調査場所 : 信州 大学繊維学部講義室

3 結果・考察

3・l 被服 の分類 と 被服重量の測 定の結果

今 回 の測定で 25 年前の規格 と 様 々 な違い が み

ら れ た . 全体的 に被服重量は軽 く な っ て い る . 反

対 に キ ャ ミ ソ ーノレ， タ ン ク ト ッ プ， T シ ャ ツ と い

っ た も の は重量が顕著 に 増加 し て い る . こ れは ，

以前は下着 と して し か用 い ら れ な か っ た も の が ，

ア ワ タ ー と し て も 用 い ら れ る よ う に な り ， 生地が

厚 く な り ， 装飾な ど も つ け ら れ る よ う に な っ た た

め で あ る と 考 え ら れ る .

3・2 衣服重量及び主観的快適感の 調査 の結果

男 女 の衣服重量 と 上 田 市 の 平均気温か ら ， それ
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ぞれの 月 別変化 を 算 出 し た . 男 女 の衣服重 量 を 全

身、 上 半身、 下半身 に分類 し た . 上 半身の衣服重

量は， 男 女共 に気温の変動に反比例 し て い た . 下

半身の衣服重量は男 女共 に気温の変化 に 関係 な く ，

l 年 中 ほぽ閉 じ値を 示 し て い た . こ の こ と か ら ，

人は主に上半身 の衣服で体温調節 を し て い る と 考

え ら れ る .

男 女 の衣服重量 を 主観的快適感別 に別 け て ， 算

出 した . 主観的快適感は 4 段階 に分類 し た . 主観

的快適感 に よ る 衣服重量 の 差 は ， 男 女共全身， 上

半身， 下半身それぞれ に つ い て ， 大 き な差はみ ら

れなか っ た .

男 女 の 主観的快適感か ら ， 快適指数 を 算 出 し た .

男女共に各月 の快適指数 に有為差は得 ら れ な か っ

た . 快適指数は男女共各月 3.2�3.6 程度 で あ っ た .

主観的快適感 の 調査 で 「快適」 と 回答 し た 人 の

衣服重量 を測定 日 の 平均気温 に プ ロ ッ ト し ， 快適

衣服重量直線 を算 出 し た . 男 女共 に 気温 の 上昇 に

伴い衣服重量は直線 的 に 減少 し て い く . 男 女共 に

全身， 上半身 の衣服重量 と 気温の相 関係数 は 0.93

�0.95 と 非常 に高い相関が得 ら れ た .

快適 で あ る た め の 全身衣服重量 を 予測す る 式 を

示す.

Y l = - 3 9 X + 1 8 7 5  
Y 2 = - 5 1 X + 1 8 4 2  
Y 1 : 男性全身衣服重量

Y 2  : 女性全身衣服重量

X : 気温 (5 �200C : 相 関係数 0.9 以 上 の範囲)

4 結論

人は様々 な気温に対 して も 常 に あ る 程度 の 快適

感を得て い る こ と が 明 ら かに な っ た .

主観的快適感 に よ る 衣服重量の 差は個 人差 の 影

響が大 き い と 考 え ら れ る .

人 は 下 半身ではな く ， 主 に上半身の衣服で体温

調節 を 行 っ て い る こ と が 明 ら か に な っ た .
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