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　 Astudy 　lrlvas　 conducted 　on 　 risk −management 　 of 　clothing 　that　may 　he上p 　peop 工e　protect 　themselves

physi¢ aUy 　and 　psychdogically　fr（，Ill　the　slK ）ck 　of 　an 　emergency 　sud ［ as　the　Great　Hanshin　Earthquake．
Thi＄ study 　 resulted 　from　 a　 deしerm ユnati 〔＞n　 of　the　hardships　 sufferers 　 experienced 　in　 arLd 　 after 　the

earthquake ，　as　was 　clarified 　ln　our 　first　report ．

　 玉twas …earIled 　that　most 　of 　the　sufferers 　had しhelr　greatesL　intel’est 　in　clothing 　against 　the　cold 　at 七he

time 　of 　their　emergent 　escape 　during　that　winter 　season ，　m 　the　order 　of　overcoats 　and 　then 　underwear ，
either 　 iuraPPed 　or 　eollected 　 ralldom 】y．　ThrDugh しheir　devastated，　waterles81 重ving 　しhat　followed，　they

paid　efforts 　especi 温 ly　in　the　prQcurernent　of 　llnderwears ．

　Those 　who 　took 乱dvaRtage　of　relief 　materlals 　accounted 　for　only 　33，1％ of　all　sufferers ．　This　be【しefi七

naturally ¢ entp．r’ef滝 Qn 　sufferers 　living　iI／ 〔｝fficlal夏y−provided 　residences ．　Underwear ，　however ，　was 　not

necessarlly 　welcome 　becaし1se ⇔t　 s藍ze ，　cleanl 主ness ，　 etc．

　 Asurvey 　conducted 　l　year　 afteI
’the　 earthqua ユ（e　 sho 砥 ed 　that　31％ of 　sufferers 　whose 　houses　 luere

partia亅ly　destroyed　had　never 　previeusly　set 　aside
“
emergency 　clothing ！

’
Most　of　the　sufferers 　felt　it

砥es 　irnportarlし to　dQ　so　ollly 　immediate ］y　after 　the　disaster．

　 Now 　the　necessity 　for　rlsk −rnanagement 　education 　of 　clothing ，such 　as 　keeping　a　stock 　of　underwear

for　 emergencies ，　has　been　brought　to　l熔ht．

　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　〔Received　November 　30，1996）

Keywords： sur ▽ ery 　 of 　real 　situation　実態 調 査，　 protectiDn　 against 　natura ユ disaster 防 災，　 manage −

rnent 　practice 管理行動，　 procurement 　practice 調達行動，　 Great　Hanshin　Earthquake　sufferer 阪

神 大 震 災被災 者，underwear 　下 着，

　1．緒　　言

　阪神大震災とい う予期せ ぬ 非常事態に 人 々 は どの よ

うに 対 処 し，乗 り切 っ た の か ，衣生活に お ける被服 の

調達 ・管理行動に焦点をあ て て ，まずそ の実態を把握

する こ とと した．家屋損壊 ・火災，さ らに ラ イ フ ラ イ

ン の 長期 ス トッ プ，しか も厳寒時とい う重な る悪条件

下 に お け る 被災者の 衣 生活行動 を第 1 報 （大 村等

ユ997）に続い て 検討 し，こ れを唯に非 日常性 の ，あ る

特定の もの と し て とらえる の で は な く，非常の 際に お

け る 人間の行動分析を通 して ，人 と環境 との かかわ り

合い を衣 の 立場か ら具体的に とらえ，今後の 災害 へ の

備え に役立 て る こ とを目的 と し た．

　危機管理 に つ い て は，震災直後か らい ち早く防災態

勢に 全力を傾注 した企業体や 各組織の 取組み に比 し，

個人 レ ベ ル に お け る くら しか た お よ びそ の 教育に つ い

て の取組み は必ず し も十分に な され て い る とは い い き

れ ない ，なか で も衣生活 に対 する危機管理 へ の 意識化

は食 ・住に 比 べ て低 い 傾向に あ る と 思われ る ，豊かな
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くら しの 中で は考え られなか っ た人間生活の 基本的な

問 い かけに関 して，本実態分析 を通 して 明らか に し，

衣 牛 活 の あ り方 に 資す る こ とをね らい と し た．

　 2．研究方法

　（L） 調査方法 と対象

　調査 の 方法 と刻象は第 1 報 （大村等 1997）と同様

で ，震 災 6 ヵ 月後 の 1995年 7 月，兵庫県下 の 女性 の

被災者 204名を対象に ア ン ケート形式に よ る 質問紙 調

査 を実施 し た．さ ら に震災 1 力年後の 1996 年 ユ 月，

それ らの うちか らラ ン ダ ム に 抽出した 108 名に 追跡調

査 を実施 した ，本報 の 主 た る解析項 日は 被服 の 調達 ・

管埋 行勤と調査対
’
象者の 基本属性 で あ る ．調査対象者

の 基本属性 の うち，本主題 の 被服調達
・管理行動 に 関

わ る 「家族 の 衣 生 活管理 に二どの よ うに 関 わ っ て い たか」

は，「卞 に して い る 1が 103 人 〔50．5％），「全 くして

い な い i が 27 人 （13．2 ％ ），そ の 他 が 36．3％ で ，そ

の 中 に は 「少 し して い る 」「ほ と ん ど して い な い 」 な

どが 含まれ て い た ．年齢，家族構成，居 ftl地域 や 被 災

状況 な ど に つ い て は 第 廴報 に 示 した とお りで あ る．

　（2）　研究 内容

　被災者 の 着装行動 に つ い て 述 べ た第 1報に続き，本

報で は ．震 災後 の 被災者 の 衣／巨活 が どの よ うな リ ス ク

を 受け た の か，衣類 の 調達 ，管理 に 関す る 衣生活行動

につ い て 追跡的調査資料の 基 本集計をす る ととも に，

調査対 象者 の 属性 と ク ロ ス 集副 し
， κ

2
検定 を 行 っ て

検討 した．
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図 1．避難時，最初 に持 ち 出 し た 衣類

表 L 避難 の 際 の 衣類持ち出 し方法

　 3．結果 な ら び に考察

　（D　陂災後 の 衣生活の 変化と被服 の 調 達

　 1｝　最初 に持ち出した衣類

　震災直後 ， 避難 した 者 （133 人） の うち衣類 を持ち

出 して い た と す る 者 は
， 令壊 の 4 名 を除 く全員 で あ っ

た．持ち出 し た衣類等の 内訳 は 「コ
ー

ト」 77 人，「毛

布 ・タ オ ル ケ ッ ト」 53 人 ， 1
．．
ド着 ・肌着 」49 人，「セ

ーター ・カ ーデ ィ ガ ン 」 「靴下 ・タイ ッ」 38 入 の 順 に

23 種類他 が 挙 げ ら れ た （図 1）．と っ さの 判断 に よ る

行動 は
，

まず 寒 さ か ら身を守る こ と を優先 した もの で

あ っ た と考 え られ る，最初 に持 ち出 した衣類 に つ い て

は，被災の 程度間 に有意な差 が認め られなか っ た．こ

れ ら の 衣 類 の 持 ち出 し方法は，「そ の ま ま抱 え て」が

45 人で 最 も多く， 「カ バ ン に 入れ て」39人，「紙袋で」

31 人，1リ ュ ッ ク に 詰 め て 120 人，「ビ ニ
ー

ル 袋に詰

め て It2 入 な ど で 俵 1），突然 の 出来事 に動揺 した

持 ち出 し方法 入数 （人 ）

そ の まま抱 えて

カ バ ン に 人 れ て

紙 袋 で

リ ュ ッ ク に詰 め て

身 に つ け て

ビ ニ
ー

ル 袋 に詰 め て

そ の 他

不　　明

59105239433211

十
…

冂 174

被災者の 状態が うか が わ れ た ．

　 こ の 持 ち出 し方法に つ い て は，被災の 程度問 お よ び

公共施設利用の 有無 の 間に 5 ％ で有意差が認め られた．

す なわ ち 「全壊 亅で は ，「身に つ け て」「紙袋で」「ビ

ニ
…

ル 袋 に詰め て」の 回答が多 く，「半壊」 で は 「そ

の まま抱 え て」．「
一
部損壊」で は 「カ バ ン に 入れ て 」
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持ち出 し た者が 多い 傾向が み ら れ た．ま た，「公共施

設利用有1 の 者が 「公共施設利用無」に 比較して 「紙

袋で 」 や 「身 に つ け て 」持 ち出 して い た 傾向が み られ

た．

　 2）　衣 生 活事情 の 変化と最初 に購人 し た衣類

　震災後，ガ ス ・水道 ・電気等の ラ イ フ ラ イ ン が寸断

され，陂災者 の 生活はダ メ
ー

ジを受けたが ， 衣生活 に

つ い て も例外 で は なか っ た ．着 の 身着 の まま，あ る い

は そ れ に 多少 の 衣服 を は お っ た 状態で 避難 した （大村

等 1997） 被災者が，二 次災害 の 加わ る中で どの よう

に対処 した の か，被災者 の 被服 の 調達 を通 して みる衣

生活事情 は 以 下 の よ うで あ っ た．

　被災直：後不足 した衣類 の 入手方法 に つ い て ， 回答 の

得 られた 王05 名は 「購入 した」が 37．1％，「もらっ た」

が 23．8％，「救援物資 か ら」19．　．O％ ，1備えが あ っ た」

10．5％ 等で あ っ た．救援物資を含め 他 か らもら っ て 当

座 を しの い だ者が，購人 した者 を上回 っ た．そ の うち

同 答 者数 の 多か っ た 4 地域別 に み る と，1購入 した」

は 芦屋市の 46．2％ に次 い で 神戸市灘区 ・東灘区が 多

か っ た．灘区 で は 「も ら く
・
） た 137，5％，［救援物資か

ら」 を 併せ る と 56．3％ を 占め て い た （図 2）．

　最初 に購入 し た 衣類は 「下 着 ・肌着」が 最 も多 く

47 人，次い で 「パ ン ツ 類」33人，「靴 130人，「靴
．
ド
・

タ イ ツ 122人 で あ っ た 〔図 3）．

　 こ れ ら の 購 入時期 を図 4 に，その 購 入理 由に つ い て

図 5 に 示 し た ．「下着 ・
肌着」で は 「洗濯 が で きな か

っ た 」 を 理由 に 挙 げ た 者 が 約 70％ と 極 め て 多 く，被

災後 「1 週間 以 内」 に 購 人 した 者 が 50％ 以 上 で あ っ

た ，「トレ
ー

ナ
ー

」 に つ い て も 11 週 間以内」 に 購入

した者が 50％ で ，そ の 理 由 と して 1
．
洗 濯が で きな か

っ た 1「なか っ た 1がそれぞれ國答者 の 50％ で あ り，
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ec　3．被災後 、最初 に 購 入 した衣類
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図 2．被災 4 地 域 に お け る 被 災後 6 カ 月 間 の 衣類 入 手

　　　方法
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図 4．「最初 に購 入 した 衣類．1 と 「購 人 した時期」
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図 5．「最初 に購入 した 衣類」と 「購人 し た 理由」

「靴下
・タ イ ツー1 に おい て も同様で あ っ た，

　 1司じ肌着 を ど れ くらい 着続 け て不快 と感 じたか に つ

い て は，不快 と感 じ る まで の 日数が 「3 凵 以内」で あ

っ た と す る 者が 67，7％ を占め た．中 に は 「1週 間 以

．ヒ」，あるい は 「わか らな い 」の 回答 もみ ら れ た．「1

週 間」 以 上 「2週 間」に 及 ん で い た の が 高年代に多 く

み ら れ ，逆 に 「1 日．iお よ び 「2 日」まで が 「20歳代」

を ピー
ク に若 い 年代に 圧倒的 に多 い こ とが わ か っ た

（図 6）．「わ か ら な い 」 とす る 回答 に は 「気持ち が 高

ぶ っ て い たの で」「着続け て い た の で」「不快 と感 じる

まで 着続けた こ とが な か っ た」な どの 理 出が み られ た ．

　「肌 着 を着続け て 不快 と感 じ る 日数」 に つ い て 「被

災の 程度」 の 間 に差が ある か どうか を xZ 検定 した 結

果，5％ で 有意な差が 認 め ら れ た ，つ ま り，不快 と感

じ る ま で の 日数 を 1−一一3 日 以 内 と す る 者 の 占め る割合

は ，「全壊」に 比較 し て 1半壊」 の 場合 が 多 く， さ ら

に 「
．一

部損壊」で は約 85％ と高い 割合を示 した （図

7），避 難所 に お け る 人 的 ・物的 条件や 室内外 の 環境

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 嚢 羆
　 30歳代　　　　　　　　　　　　　　　　i”’i’／1””’lt
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 蓋＿、1

’
，1
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　纛．
　 40歳代　　　　　　　　　　　　　　　　、靴

’1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 、nCL．： ’

・・歳代 　 蠶 爛 覊

　 60歳代 　　　　 灣講綴　　騰 鸛
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1．・．tl ＋／／’．lff．1　 　　 聞 ≡：≡他

　　　　　　 　　　　　　　　　 （P くO．G5）

図 6，年齢 階級別にみ た 「同 じ肌着 を着続け て不快と

　　 感 じた 日数」

全壊

半壊

一部損壊

0　　　　20　　　　40　　　　60　　　　80　　　100（％）

… 　 　 　 　 ．獄鑼
　　　　　　　　　　　 　　　　　（p＜0 ．05）

　　　　　　 鬮 2 週 間 圜 10日

図 7，被災の 程度別 に み た 「同 じ肌着 を着続けて 不快

　　　と感 じ た 日数」

諸条件，粉塵等汚染 され た 被災地 の 状況等が被災者の

衛生意識に 大きく関 わ っ た もの と思 わ れる．

　衛生 管理 行 動 の 中心 と な る 人浴 に つ い て 野 田等

〔1996）は ， 震災後 入浴 回数 が減少 した ケ
ー

ス が 90．9

％ で ，清潔化志向の 現代 に 震災 は そ の 衛 生管理 を不能

に す る 災害 で あ っ た と報 告して い る ．不快で あ っ て も

「着替えら れ ない 」 「入浴 で きな い 」実態 を被災地 に お

け る当時 の 社会状況 を示す バ ロ メ
ー

タ
ー

と受け取る こ

とが で きる．

　衣類 の 洗濯 を ど の よ うに したか で は 「親戚 ・知人宅」

が 最も多く53 人，「水を もら っ て 」33人，「井戸 ・川 ・

わ き水 ・
雨水」 が 3ユ 人，「コ イ ン ラ ン ド リ

ー
」26 人

56 （906）
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と 続 き，他 に は 「ホ テ ル 1「避難先」お よび 「避難先

の 学校 1が 併 せ て 17 入 で あ っ た ，神 戸 市東灘区 ， 灘

区，芦屋市 お よ び 西宮市を例 に衣類の洗濯が どの よ う

にな されたかを図 8 に示 した．灘区で は特に 「井戸
・

川 ・わ き水 ・雨水」や 「水をも ら っ て」が他の 地域 よ

りも高 い 割合 を占め ，芦 屋市 に お い て は 「コ イ ン ラ ン

ドリ
ー

」利用 や 「少量 の 水で」の割合が 高 く，地域に

お け る 事情 の 違 い が 衣生活に 大 きく影響 し た こ とが わ

か る。

　「2週 間着た きりす ずめ 」の 被災者の声か ら ス タ ー

トした全電通 の 近畿 地 方本部 女性ス タ ッ フ に よ る 「洗

濯ボ ラ ン テ ィ ア」で は，各支部 ご とに家庭で 洗濯 して

所有者 に届け る こ とを組織的に続けた報告が ある （安

富 1995）．被 災者 の 多 くが仮設 の 風 呂で 入 浴後 は 着 て

い た ド着を棄て て い た とある．肌着 の 洗濯 と い う衣生

活の 中の小さ な切ロ か ら で は ある が ，衣 を通 して 見え

る 人 間 の 営 み と杜会 の ネ ッ トワ
ー一ク の 重要性 を考えさ

せ ら れ た 事例で ある，

　3）　被服 の購買行動 に つ い て

　被災後 に 「新 た に 購 入 した衣類」を調べ た とこ ろ ，

「パ ン ッ 類」 81人 ， 「T シ ャ ツ ・ポ ロ シ ャ ツ」64 人，

「ド着
・
肌着」 59 人，「靴」 43 人，［靴 ド『タ イ ツ 」42

人
， 次 い で 「セ ーター ・カ

ー
デ ィ ガ ン 」と続 い た （図

9），こ れ らの 購入理出 と して ，やは り 「洗濯が で きな

い 」 と す る 者 の 割合が最 も高 く，約 3割 を占め て い た，

「全壊」 の 場合で は ，「使えな か っ た」「な か っ た」「防

寒 の た め」が多 く，切実な必要性が うか が わ れ た．

「半壊」 「一部損壊」 で は，「動 きや す い もの 」「防寒の

た め」等が み られ，1
−．．一一

部損壊」の 中に は 「気分転換

をは かる」をそ の 理 由とす る者が 1割余 りみ ら れ た．

0　　　　　20　　　　40　　　　60　　　　80　　　　100（％）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　
“t

親戚・　　　　　　 鶯、1 ：．鏃

　知人 宅　　　　 II 轂

こ れ ら の 購入先 を地域別 に み ると，東灘区，芦屋市で

は 「デ パ ート」が多 くを占め，西宮市で は 「ス
ーパ ー

」

が ， 灘区 で は 「小売店」が高い 割合を示 した が，こ れ

パ ン ツ 類
T シ ヤ ツ

ポ ロ シ ヤ ツ

下着 ・肌 着

靴

靴 下 ・タ イ ツ

ブ ラ ウス

セ ータ ー
カ ー

デ イ ガ ン

ス カート

トレ ー
ナ
ー

コ
ー

ト

ス
ー

ツ

寝具

ワ ン ピー
ス

パ ジヤ マ

ジ ャ ケ ッ ト

カ バ ン

リ ュ ッ クサ ッ ク

帽 子

その 他

不 明

0 25 50 75（人 ）

　　　　　　　　　　　　 N ＝204 （複数圓答）

図 9．被災後 6 カ 月間 に購入 し た 衣類

神戸 市東灘区

神戸 市灘区

o

神戸 市東灘区

避

難
先

井戸・川・
齷

吻 撚
・
雨 水

芦屋 市

25

神戸 市灘 区

西宮市

50　　 （％ ）

芦屋 市

西宮市 L．
1．購
1．旨L」．

水を　 嚢 無 顰

もら・ で　 蘿 飜

ホ テル

図 8．被災 4 地域 に お け る ラ イ フ ラ イ ン 復 旧 まで の

　　　衣類の 洗濯

臨．．9幽、ゴ 一

卩ト

．r」ヒ可．‘． ．∫　．

覧耽．「

”

　　　　　　　　　 ［コデ パ ー
ト　　幽 小売店

　　　　　　　　　 ■ 專 門店　　　日 通 信販売

　　　　　　　　　 圏 ス ーパ ー
　　圜 そ の他

図 10．被災 4 地域 に お ける 被災後 6 カ 月間 の 衣類 の

　　　購入先
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に つ い て は被災地域 の それぞれ の 地域特 性や交通復興

等が か か わ る要因と考え られ る （図 10＞．

　被害の 大 きか っ た兵庫 A 地域 で の 購入先 と そ の 時

期 を調 べ る と，「1週 間以内」 に 「通信 販売」 に よ る

調 達が 約 55％ と他 を抜い て 多く，次 い で 「1週間以内」

に 「ス ・一一パ ー．」で の購入 が 高い 割合を示 して い た （図

11）．購入 先 と購入 時期との ク ロ ス 結果，出現頻度 の

違 い に 有意性が 認め ら れ た ．！lil舗の 倒壊や 交通手段の

な か っ た震災当初，A 地域 に おい て は必要とす る もの

を求め る に は，［通信販売1 も し くは近 くの 「ス
ー

パ

ー
」 に 頼 らざる を得 な か っ た と思 わ れ る．「通信販売」

で ト着，セ …夕一・一，ト レーナ ーや パ ジ ャ マ ，寝具，帽

子など，多種目に わた っ て 求め られ て い た こ とか ら，

購 人先 を 選 ぶ こ と の 困難 さ や購人 に 出向けな い 事情を

解決する
・
つ の 方法で あ っ た と考えられ る．

　被災後6 カ 月 の 時点で 被服 の 購人 希望 を もつ 者はな

い もの をや や ヒ回 り 53．9％ を占 め た ．こ れ を被災の

程度 と ク ロ ス 集計す る と，「全壊」の 場 合で は購入 の

「希望有」が 「希望無」 をや や 上 回 る の に 対
．
し，「半壊」

の 場合 の 購 入 「希望 有」 は 43，4％ と ト
．
回 り，「

一
部損

壊 1 で は逆 に 購 入 「希望有 1 が 70．5％ で 「希望無」

を大 き く上 回 り，被災の 程度問 に 有意に差の ある こ と

が 認め られ た 〔表 2）．

　現 在 （被災 6 カ Jj後）購入 した い 被服 と し て 最 も多

い の が iパ ン ツ 類」 で 希 望者 中 23．8％ を lliめ，次 い

で 「ワ ン ピー
ス 」 19％，iT シ ャ ッ ・カ ッ トソ

ー1

15．2％，「今 の 季節 〔夏）にあ っ た もの 」 14，3％，「高

級 ・お し ゃ れ な もの 」 の 10．6％ の 他 に 「カ ジ ュ ア ル

なもの 」「流行 の もの 」「明 る い 色 の もの 」 な ど もみ ら

れた （図 12）．震 災後，半年を経 た時点で なお活動的

な衣類 の 調達 を必 要と して い る こ と や，そ の 時期 の 季

節衣料 をな くした被災者 の 実情が うかが われた，反面，

お しゃ れや流行 の 被服 へ の 愛着がみ られた こ と は ，そ

れ まで の 暗 さか ら逃れて 希望 を見 い だそ う とす る心理、

的側面 を表 した もの と解する こ とが で きる．

　 さら に被災 1年後 の 調査 に おける 「被服 の 購入 に 当

た っ て 心掛け た い こ と」 と して は ，「衝動買 い をしな

い 」が 全対象者 108名の 32，4％ をは じめ，無駄 を省

き機能性 を重視す る回答が多 くみ られた （表 3）．「洗

濯」に関す る もの や 「下 着」 に つ い て も取 り上 げられ

て い る など，震 災の 経験 は，衣 生活 の ニ
ーズ に 1 年後

表 2．被 災 6 カ 月後 に お け る 「被 服 購 入希望」 と

　　　「被災程度」

被 災 の 程 度

被服 購 入希望 （人 （％ ））

　あり　　　　　　 な し

（ム厂
一110＞　　　　　　　　　（八1羸94）

壊

壊

壊

他

明

　

　
口
貝

　

　

防

の

　

　

煮

ロ

全

半
一

そ

不

32　（54．2）

36　（43，4）

31　（70．5）
10　（62．5＞

1

27　（45．8）

47　（56，6）

13　（29，5）
6 （37．5）
1

デ パ ー
ト

小 売店

専 門店

通信 販売

ス
ーパ ー

そ の 他

0 25 50　 （％）

　　　　　　　　 被災後 　 　 くP ＜。 05）

　　　　　　　　 ■ 1週 間以内 國 1カ 月以内

　　　　　　　　 囲 2カ 月以 内 匚】2カ 月以降

図 11．兵 庫 A 地 域 に お け る 衣 類 の 「購 入 先」 と

　　　 「購 入時期」

58 （908）

pく O．05，

　　　　　　　 0　　　　 10　　　　 20 （％）

パ ン ツ 類

ワ ン ピー
ス

T シ ヤ ツ

カ ッ トソ
ー

季節に あっ た もの

ス カ
ー

ト

ス ー
ツ

高級
お し ゃ れ な も の

ブ ラウス ・シ ャ ッ

カ ジ ュ ア ル な もの

靴

流行の もの

明 るい 色 の もの

そ の 他

　　　　　　　　 　　　　　N ＝110 （複数回答〉

図 12．被災 6 カ 月後 に お ける 「購入 した い 被服」
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表 3．被災 1 年後 に お い て 被服購入 の 際に心掛け

　 　 　て い る こ と

項 目 ％

衝動買い を しな い

パ ン ツ ス タ イル な ど を選 ぶ

動 きゃ す さ ・機 能性 重視

洗 濯 しや す い もの を 買 う

着つ ぶ す まで 着 用す る

長 く着 れ て 丈 夫 な もの を選 ぶ

着 まわ しの で きる もの を買う

清潔 な ド着
：
を 重視 して

高価 な もの は買 わ な い

流彳「を追 わ な い

汚力 が 阿 凱た ない もの を賈う

そ の 他

不 　 　明

49482345779802514Q97633143つ
92

ワ白

！

l
　

　

　

　

　

　

　

　

ll

0 10

下 着 ・肌着

靴 下 ・タイ ツ

セ ー
タ
ー

カ ー
デ イ ガ ン

コ
ー

ト

タ オル

ジ ヤ ン パ ー

パ ン ツ 類

子 供服

トレーナー

マ ス ク

ダウ ン ジ ャ ケ ッ ト

靴

マ フ ラー

生理 用 品

その 他

不 明

N ；・108 （複 数 圃 答 ）．

避難所
．
生活有

0　　 20　 40　　6080 　 】OD （％ ）

458

20 （人）

　　　　　　　　 　 2V＝44　（複数回 答）

図 14．救援物資で 役立 っ た衣類

528

鰤 黨 韆
　 　　　　　　　　　　　　 　 （p＜  ．05＞
　　　　 ［］利用 した 劉 利用しない ■ 不明

図 13．被災後 6 カ 月間 に おけ る 「救援 物資利用」 と

　　　「避難所生活 の 有無」

の 現在で も大きく影響 を与 え て い た と思 われ る ．

　（2） 救援物資 の 利用 に つ い て

　本対 象者 の 利用実態を調べ る と，避難 した 133人の

うち 「利用 し た 」が 44 入 C33．1％ ），「利用 し ない 」

が 88 人 （66．2％ ）で あ っ た．そ の うら，避難所 生活

の 有 無 との 関係 を み る と （図 13）「遊難所生活 有」

（72 人） に つ い て は 52．8％ が救援物資を 1利用 した 」

に 対 し、「避 難所牛活無 1（60 人）に つ い て は 「利用

した」 が ユ0％と極 め て わずか に す ぎな か っ た ．x2 検

定 の 結 果 1避難所 牛活」と 「救援物資利用」との ク ロ

ス 結果 に 5 ％ で 有意性が 認め ら れ た．

　救援物資で 役立 っ た衣類と し て は，や は り 「下着 ・

肌着」が 最 も多く 31 人，「靴 卜
t一タ イ ツ 」17 人，次

い で 「セ ータ ー・カ ーデ ィ ガ ン 」，さら に 少数 で はあ

る が 1バ ン ツ 類」「タ オ ル 」「子供服」等が 挙 げ られ て

い た （図 14）．しか し，前報で も述 べ た通 り救援物資

で 不都合 で あ っ た もの と して ，「古 い もの 」 「汚 れた も

の 」「破れ か け た もの 一IIデ ザ イ ン ・サ イ ズ の 合 わ ない

もの」などが 挙 げ られ て い る こ とは，今後の 問題 と し

て考慮の 必 要が あ る ．

　（3） 衣生活 に 関す る 管理 行動 に つ い て

　 1） 衣生 活 の 管理

　「家族 の 衣生活管理 を全 く し て い な い 」 と答 え た者

は 「自分 の 衣 類 の み持 ち出 した」者が 極め て 多 く，

「家族 の 衣生活 を主 に 管理 して い た」者は 「家族全員

の 衣類 を持 ち出 した」傾向が み ら れ た ，避難時の 衣類

の 持ち出 しに つ い て は，衣生 活管理 の 関 わ りかた に有

意な差が認め られた 〔図 15＞．家庭 に おけ る 主た る 衣

生 活管理者 が 家族 の 衣類 を持 ち 出 して い た こ と は ，非

常 の 場合 に お い て もそ れ が表れ て い た こ と に 意味があ

ると思、われ る．

　震災後 6 カ 月間 に お け る 衣類 の 管理方法につ い て 調

べ る と，冬物衣料は 「プ ラ ス チ ッ クケ
ー

ス 」や 「ダ ン

ボ ー
ル 箱」に 入れ て 保管する者が 多く，夏物 で は 「タ

ン ス 」「部 屋 に 吊る す 1 が多 くみ られた．シ
ーズ ン オ

フ の 冬物衣類を 「ク リーニ ン グ店」や 「トラ ン ク ル
ー

ム 」な ど 「人 に 預け る」 と 回答 した者は夏物衣類 の

3．5倍 で 被 災 に よ る 管 理 の 特徴 が み ら れ，夏物 と冬物

の 衣類管理 の しか た に 有意な差があ る こ とが認め ら れ

た．しか し，衣類 の 管理方法 と被災 の 程度 や 衣類 の 管

理方法 と被災場所 との ク ロ ス 結果 に 有意性は認め られ

なか っ た．
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　以上，調査対象者の 年齢，被災 の 程度，居住場所
，

公共施設利用の有無，被災場所 と衣生活の 管理の しか

た の 各項 に つ い て X2 検定 を行 っ た結果をまとめ る と，

「被災の 程度」 と 「衣類の 持ち 出 し方法」， 「公 共施設

家族 の 衣生 活管理 を

　 主に して い る

少 し して い る

ほ とん ど して い な い

全 くして い な い

0　　　　25　　　　50　　　　75　　　100（％〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （p〈 0．05）

図 ユ5．「持 ち 出 し た 衣 類」 と家族 の 衣 生 活管理担当と

　　　 の 関係

利用 の 有無」 と 「最初 に 持 ち 出 した 衣類」お よ び 「公

共施設利 用 の 有無」 と 「持ち出 し方 法」 に，また，

「誰 の 衣類 を持ち出 した か 」 と 「衣生活 の 管理」，「避

難所 生 活」 と 「救援物資の 利用」の ク ロ ス 結果に ，そ

れ ぞ れ 危険率 5％ で 有意性 が認 められた （表 4），

　2）　身の 回 り品の 管理 に つ い て

　避 難時 あ る い は ラ イ フ ラ イ ン が復旧す る まで の 問，

常に身に つ けて い た もの や手元 に 保持 して い た もの は，

表 5 に 示す とお り 「財布 ・
現金」「通帳 ・キ ャ ッ シ ュ

カ ー
ド」な ど の 貴重 品 と，「マ ス ク」「懐中電灯」「常

備薬」 等 の 日用 品 で あ っ た．こ れら 「身の 回り品の 持

ち出 し」 と 「公共施設利用 の 有無」を ク ロ ス 集計 し た

結果 ， 有意性 が認め られ ， 公共施設利用者は貴重品持

ち出 しが 多い の に 対 し，「懐 中電 灯」「食料 ・水」「ラ

ジオ」 な どは公共施設 を利用 しなか っ た者の割合が 高

か っ た ．特に 「着替え．1「化粧品」「電池」「食料
・水」

「地図」「書類 ・手紙 ・写真」は 公共施設 を利用 し な か

っ た者 の み に み られ た 身 の 囘 り品 で あ っ た．

　 こ れ らの 身の 回 り品 の 収納 ・保管に つ い て は ，「バ

ッ グ」81 人，「リ ュ ッ クサ ッ ク」78 人，ほ か 「ボ ケ ッ

表 4，被災者 の 衣生活行動 と年齢 ・被災の 程度 ・居住場所 ・公共施設利用 ・避難所生活 ・被災場所 ・
衣 生 活

　　　管理 と の x2 検定結果の
一

覧

調査 項 目 年齢 　　 被 災 の 程 度
居 住 場 所

の 種類

公 共 施 設 　 　 避 難 所

　利用　　　　生 活

　　　　　　衣 生活
被災場所
　　　　　　の 管理

最 初 に購入 した 衣類

新た に 購入 した 衣
．
類

購入 場所

購入 地 域

被 服 購 入 希望 の 有 無

現在購入 した い 被服

＊ ＊ ＊

必 要・に なっ た 衣 類

衣 類の 入 手方法

衣 類の 洗濯方法 ＊

＊

＊ ＊

収納具

身の 回 り品 ＊ ＊ ＊ ＊

最
．
初 に 持 ち出 した 衣 類

誰の 衣類を持ち出 した か

衣類の 持 ち出 し 方法 ＊

＊

＊

＊

夏物衣類の 管理方法

冬物衣 類の 管理 方 法

救援物質の 利用の 有無 ＊

＊ 危険率 5 ％ で 有意．

6D （9工0）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan society of Home Economics

NII-Electronic Library Service

Japan 　sooiety 　of 　Home 　Eoonomios

阪神大震災被災者 の 衣生活行動 （第 2 報）

表 5．避難時 に所有 して い た身の 回 り品

公 共 施 設 利 用

身の 回 り品
人 数 （人 ）

（N ＝204）
あ り （人 ）

（κ＝75）

な し （人 ｝

（〜》＝ユ24）

不 明 （％）

　（N ＝・5）

則 布 ・現 金

通1炭
・キ ャ ッ シ ュ カード

保 険 証

鍵

印　　鑑

免 許 言IE

テ レホ ン カード

手 帳 ・住 所 録

筆記用 具

マ ス 　ク

ハ ン カ チ
・
タ オ ル

T イ ツ ン ユ

着 替 え

ア クセ サ リー

化 粧 晶

ラ ジ オ

濃 中電 灯

カ　イ　ロ

電　　池

常 備 薬

食物 ・水

眼　　鏡

時　　計

地 　　図

書 類 ・
手紙 ・写 真

そ の 1也

小 　 　 明

8845826766722956332276627757

ユ

988182

　

311

⊥

　

　

2

ー

　

　

ユ

　

　

　

　

ー

1

1
　
1

731073373770

3

303

3

33

　

33

4

工

8401585868050941050150015

96

《

45

　

41

　

1

382379156778700516656066699245088101794944481

工

65411528

85443

　

4

エ

　

ー

　

　

　

　

l

　

　

　

　

　

　

　

　

l

542220100000000

ユ

OOOOOOOOOOO

八J＝204　（複 数 匡薤答）．

ト」「ウ エ ス トポ
ー

チ」等，常時身に つ け る方法が と

られ て い た と考え ら れ る （図 16），

　 リ ュ ッ クサ ッ ク の使用状況に つ い て被災 6 カ 月後に

調 べ た 結 果 で は ，「当初だ け使用 し て い た」が 最 も多

く32．8％ で
， 1使用 しな い 1 者が 28．4％ で あ っ た ，

　 リ ュ ッ クサ ッ ク の利用者に そ の 理由をたずねた とこ

ろ ，「両手が 自由に な る」が 100入，「多 くの もの を運

べ る 」 27 人
， 「身軽 に 行 動 で き る 」 な ど の 回答が 得 ら

れた （表 6）．携行 品を人体 に密着 し た 状態で保持 し

運搬す る リ ュ ッ ク サ ッ クの 使用 は，被災者の 生活の 中

で その 利便性 や 機能性 が 評価 さ れ た 結果 と解 さ れ る．

バ ッ グ

リ ュ ッ ク サ ッ ク

ポケ ッ ト

ゥm ス トポ
ー

チ

ポシ ェ ッ ト

布製の 袋類

紙 袋

腹巻

その 他

不 明

0 25 50 75 （人）

　　　　　　　　　　　　　　　 八「＝204 （複数 回答）

図 16．避難時 あ る い は ラ イ フ ラ イ ン 復旧 まで の 期間

　　　 に おける 身の 回り品収納具
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表 6．リ ュ ッ クサ ッ ク の 利用理 由

全壊

0　　 20　　 40　　 60　　 80　　 100（％ ）

理 可斗 入
．
数 （人 ）

17　 346 346

，　 ．．1　「气　　Il

’ 1　．．．」．．：・」．
1・lsI23　1乾
1．
’
1．厂．轌

両 手 が 自由 に な る

多 くの もの を運べ る

身軽 に 行 動で き る

貴 重爵T を．．
て）に ま とめ ら才Lる

多少重 くて も疲れ に くい

雨の ト1に 便利

い つ も身体 につ け られ る

置 き忘 れ に くい

姿勢が よ くなる

各人が 持 ち出 しに 分担 で きる

食糧の 持 ち出 しに便 利

そ の 他

f，’　　 　 1φ　　　　　　　　　　’

不　 　 明

075

昌

53322115357

AU2111
半壊 　 1787 422

’：、・LXI’1’．’・／i↓11捧1、、／／1’
Ψ ぐ　 　

．
　 　 　 II」

”．
，

1、，．333 ．．．．　
　
コ
　　　　　　

ロ
　　い
ロ

｛寧 脚  ．・II．・L．．．

一
部損壊 91　 1318 318tt

　
’　／．／1／trf3I’

瞭　27　3，．、
1

．Y ．　　 ．」了じ．内
 
IAI

そ の 他 333111222

　　／t　　　　　　／／／ロ　　　
：
1
｛
．1甑 レ．1，厂1．1・

｛

II川
鰐

1333
鱒
鴇

い　　　 　　 　　 　 　
．2．」烏

’
IIL

　　　　　　 ［1用 意して い る 圀 しば らくの 間

　　　　　　 ［］直後の み 　　口 した こ とない

図 17．被災 1 年後に おけ る i非常用衣類 の 用 意」 と

　　　 「被 災程度」

1＞＝2〔｝4 （複数回答1，

　3）　非常用衣類 の 管理 に つ い て

　被災 1年経過後，非常用衣類が 用意 され て い る か に

つ い て 調査 した結果 ， 「用意 した こ とが な い 」 と 回答

し た者 は 1全壊」 で は 23％，「半壊」33，3％，「一部

損壊」 で 27％ で あ っ た 1図 17＞．「用意 して い る．」者

は 全体で わずか に 10人 ， 1割弱にす ぎず，「直後また

は しば らくの 間だけ」が全体 の 6割 を占め る結果 で あ

っ た ．

　また ，「生活態度」を知 る手掛 か りと して ，「明 日夕

方まで に 提出す る複雑 な書類 が ある時，どうす るか」

を 質問 した ．「今日完 成す る，原案だけ で も今日 作る」

の A （計画型〕 が 94 入 で 92．2％ を 占 め ，「明 日集中

的 に する 1の B （即決型）が 6 人，1明 日 で きる 範囲

で 作 る ，手伝 っ て もらう 1 の c （付け焼刃型）や 「明

匚1や っ て 間 に合わ なけれ ば延期 して もら う」の D （無

頁任刑 が わ ずか 1 入ず つ で 四 つ の タ イ プに分か れた．

さ きの 「被災程度」 と 「非常用衣類 の 用意」に 1生活

態度 1 を加え，ク ロ ス集言1し た結果，A の 計画型に属

す る 者 は極 め て 多 く，被災程 度別 に み る と 「全壊」が

96．2％，1半壊 193．3％ ，［
− 1｝ll損壊．168．8％ で あ っ た，

92．2％を 1Liめ た こ れ ら計嚼1型 に つ い て は
， 被災経験が

そ うさせ た もの な の か ，ある い は本来そ うで あっ た か

は不明 で あ る が
， 非常用衣類 を用意 して い る者が 1割

に 満 た なか っ た 状況 か ら判断して ， 被災経験 が 必ず し

も計画性 に プ ラ ス し たとは い えない と思 わ れ る．

　非常 用 と し て 衣類 を用意 して い る と回答 し た者の

90％ が 「下 着
：・肌 着」を挙 げ，ほ か 「靴 卜

．・タ イ ッ 」

や「セ ータ…1な ども挙げ られ て い た．

　大震災に 二 次災害が加わ る とい う予期 せ ぬ 非常事態

に 遭遇 した 被災者 が 抱 え た 衣生 活 の 問 題 を，被服 の 調

達 ・管理行動 か ら具体的 に と ら えたと こ ろ ，ラ イ フ ラ

イ ン が 1削復す る まで の きび しい 状況下 で の 「ド着
・
肌

着 1の 調達 は 極 め て大きな 問 題 で あ っ た こ とが わ か っ

た．つ ま り，救援の体制や内容を把握 して，そ の 改善

と被災者 の ニ
ーズ や 救援 の 緊急性に対応す る手段 を取

り得る ように す る こ とが 課題 で あ る．

　個人 レ ベ ル で の 衣 の 危機管理 と して ，まず 「下着 ・

肌着 1 を備 え る 必要が あ る こ とが 明 らか とな っ たが，

そ の 内容 ・保管 ・持 ち 出 しの 方法に周到 な配慮が望 ま

れ る．下着類 に 限 らず備蓄 の もの に つ い て は，災害時

に家族 の だ れ もが持ち出せ る よ うに，周知し て お くこ

とが大切で あ る ．

　非日常性 を H 常 の 中 に い か に 組 み 入 れ る か は，衣生

活管理 の 課題 で あ る と と もに ，こ れ らに つ い て の サ バ

イ バ ル ス キ ル ・リ ス ク マ ネ
ージ メ ン トを，家庭生活を

含め広 く教育の 中 で取 り上 げ る 必要が あ る と考え る ．

　4．要 　　約

　阪神大震災 に おける被災者 の 衣生活に 関 し て，第 1

報 に引 き続 き被服 の 調達
・管理行動 を通 し て実態を把

握 し考察 した ，豊かな くら しの 中 で は 見落 と され が ち

な衣に 闘する危機管理 の 閊題が こ れ ら の 行動実態か ら

提示 され た，人 間 の い の ちを守 る た め の 最 も身近 な環

境と して の 衣 の 役割が 浮 き彫 りに さ れ る と と も に，震

災後 1 力年の 間 に おけ る 被災者 の 行動経緯か ら被服の
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意義を確か め る こ と が で きた，

　主 な結果 は 以 トの と お りで あ る．

阪神大震災被災者 の 衣 生 活行動 （第 2報〕

　 震災後避難 した 者 （133人）の 97％が衣類 を持ち出

し，持 ち出 さなか っ た，ある い は持 ち出せなか っ た者

は家屋 が 全壊 した 4 人 だけ で あ っ た ．

　 家 族 の 衣 生 活 を管埋 し て い た 者 は 1家族 と自分の 衣

類を持ち出 した」 の に対 し，他は 「自分の 衣類 の み を

持ち 出 した 」傾向 が み られ た ，

　 最初 に 持 ち出 した衣類は 「コ ー
ト」 が最 も多 く （77

人 ），一．一
瞬 の 出来事で寒 さか ら 身を守 るた め の と りあ

えず手近な防寒衣を持ちHlし た が ，それ に 比べ
．
ド着 の

持 ち 出 しを した 者は 49 人 と少 なか っ た．

　　
・
ノ∫，ラ イ フ ラ イ ン の ス ト ッ プ に よ っ て ，下 着類 の

洗 濯 は 困難 を極め ，「親戚 ・知人宅1 や 「井戸
・
川 ・

雨水 1 等，少量 の 水で な され て い た．同 じ肌着 を着続

け た 場 合の 不快と感じ た 日数 は 3 日以内が 6 割強 を 占

め た が ，な か に は 「1週 間以 E」［2 週間」 の 回答 も

み ら れ，被災程度に よ る 有意な違 い がみ られ た ．

　被 災 6 ヵ月後被服 の 購 入希望は，53，9％ を占め，全

壊 に比 し半壊 の 方 が 希望が少 な く，必要 な衣類 をな く

した 被災者の 一
面が うかがわれ た．一方，「ワ ン ピー

ス 」や 「高級 ・お し｛
・れ なもの 」を望 む，装 い に 対す

る 心 理 的欲求 の 側
．
面 もみ ら れた．

　 さら に被災 工年後で は
， 被服 の購入 に対 し 「衝動買

い を しな い 」37．Lt％，ほ か 「パ ン ツ ス タ イ ル 」 や 1動
きや す さ を 重 視す る 」と い っ た 回答が 目立 ち，衣生活
へ の見直しの 傾向 もみ られた．

　衣類の 管理につ い て は，シーズ ン オ フ の 冬物衣料 は

「ブ ラ ス チ ッ ク ケ ー
ス 1や 「ダ ン ボ ー

ル 箱」 に 入 れ て

保管 した 者が多 く，また，「ク リー
ニ ン グ店」や 「ト

ラ ン ク ル
ー

ム 」 に 預けた者もみ られ た ，シ ーズ ン 中 の

夏物 は V ン ス に 入 れ た り部屋 に 吊 るして管理 す る者が

多 くみ られた．

　身の 回 り品の 収納具 と して リ ュ ッ ク サ ッ クが多 く用
い られ て お り，両手が 自由 に な る，便利 ，歩 きやす い

な ど の 理 出か ら
，

1 年後の 現在 もよ く利用 され て い た ．
公共施設 を利用 した 者 に は貫重品 を持 ち出 した者が 多

く，それ を保持する の に も利用 さ れ て い た と考え ら れ

た ．

　救援物資を利用 した者 は 33．1％ で，避 難所生活者
の 利用が高か っ た．下着類 が役立 っ た 反面 ，古い もの

，

汚れた もの ，サ イ ズ な ど の 不満 もみ られた．

　被災 1年後の 調査結果で は，非常用衣類 の 用意を し

て い る者が 全壊 で 7．7％ ，半壊 で 6．7％ と わずか に す

ぎず，直後の み ・した こ とが な い 者が極め て 多か っ た ．

　本稿を終 え る に 当た り，本調査 に ご協力 い た だ い た

204名の 被災者 の 方々 に，改 め て 心 か らお礼 申し上 げ

ます．また，調査研究 に ご協力い た だ い た静岡大学河

野桂子嬢 と甲南女子大学 石 川 マ サ ヱ ・豊 田 充恵両助手

に感謝 し ま す．なお，本研究 の 要 旨に つ い て は 平成 8
年度 目本家政学会第 48 回大会 に お い て発表 した．
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