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　The　purpose　of　this　survey 　is　to　grasp　the　habit　 and 　 consck ｝usness 〔〕f　bathing　 and しQ 　 suggest 　a

future　s七yle　of 　bathroGms．　The　resuits 　are 　as　rollows：

　 1）The 　frequency　of　us 正rlg　shower 　and 　bathtub　d正ffers　with 　bathers
：
age 　as　wtlll　as　season ．

　2）The　purpose　of　bating　d三ffers　with 　age ，　The 　aged 　take　a　bath　for　health　reasons ；the　middle 　age

fQr　better　communication 　with 　fam正ly；and 　the　young 　for　having　their　time　aU 　by　thernselves．

　3）As　fQr　bathing　article
，
　popular　and 　Lvell　used 　are 　the　eitron ∫or 耄ヒot　bath　and 　the　bathing　powder

for　cool 　ba山．　Well　know艮 but上ess　frequently　used 　are 　the　arDma 　bath，　 esthetic 　gel，　and 　other 　 neWiy

皿 arketed 　items，wlth 　the　exception σf　young 　females　who 　Lake　strong 　interest　in　them ．

　4）The　subjects 　are 　classified 　into　follr　groups　fr‘，m 　the　vieWpoint 　of 　their　habit　and 　consciousness 　of

bathing　and 　by　quantification　method 　Hayashi爼　as　well 　as　Cluster　Analysls．

　　　　 　　　　　　　 （Rece重ved 　December 　25，2000；Accepted 　in　revised 　fQrrn　A   ust 　17，2｛〕01）

Keyvvords： battitng　hab重t　入浴 習慣，
CluSter　analysis　ク ラ ス タ

ー
分 析．

consciousness 　意識，　 classification 　類型 化，　 age 　年齢，

　1．緒 　　言

　入浴に は 身体を清潔にする 以外に
， 生理的に温熱効

果や静水圧効果，内分泌
・
代 謝系 へ の 効果な どがあ り

（阿岸 と 井 出 1987 ；関 と 諸橋 1996a，　 b），精神的 に

もリラ ッ ク ス で き る な ど様々 な効能がある こ とが明 ら

か とな っ て い る （白倉 1997）．また入浴剤な どの開発

も盛 ん で あ り （渋田 1997）多 くの もの が市販 され て

い る ．そ して それ らは 脳波か らみ て もリラクゼ ー
シ ョ

ン効果 が ある こ とが 確 認 され て お り （宮 島等 1998），

生活に お け る 入浴に対す る考え方や ，入浴行動の あり

方が変化 して きて い る．入浴習慣や 行動に つ い て は，

湯 の 使用感 とい う面か ら地域別に住宅の給湯設備の 要

求水準 を調査 した研究 （平手等 1993）や ，韓国都市

集合住宅居住者 の 入浴実態 を扱 っ た研究 〔任 と今井

1995，1996），ア メ リ カ に居住する 日本人の 人浴様式

に 関す る研究 （伊東 1993）な ど が み ら れ る．第 1 報

で は 入浴環境につ い て検討 を行 っ たが ， 続 い て 本報 で

は 入浴行動 の 実態やそ の 背景，生活 の 中で の 入浴 の 位

置 づ けを把握する こ とを目的として 質聞紙に よる調査

を行っ た．結果の検討は主 に対象者の年齢や性別，ま

た季節 との 関連 に つ い て 入浴習慣や 行動を中心に行う．

また入浴行動 に つ い て対象者の 類型分 けを行 い
， それ

ぞ れ の 入浴に対する意識や考え方，習慣の 違 い などを

明確に し， 今後の 入浴及 び浴室空間の 方向性 を考察す る．
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表 1．調査項目概 要
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図 2，入 浴を シ ャ ワーだけで 済ます こ とがあ る か

□ 0 国 1eEi 　2 囲 3 岡 4 圜 5 園 6 「軸

図 1．入浴 日数，浴槽使用 日数，シ ャ ワ ー使用 日数

　　　（夏冬別 ， 年代別）

　2．調査方法及び概要

　調査方法，調査対象者及 び調査時期は第 1報と同様

で あ り，入浴習慣に 関する 調査項目の概要は表 1 に示

す通 りで あ る．質問紙 の 配布は 個入 に 1部ず つ の 配布

とし，745部配布 し，有効 回答 は 581部 で 有効回答率

は 78％ で あ っ た．

　3：結果及び考察

　（1） 対 象 者

　対象者 の 平均年齢 は 45．4歳 で あ り， 性 別 は 「男性」

31．9％，「女性」68．1％で あ っ た．

　（2＞ 入 浴習慣 の 実態

　 1） 平日 の 人浴習慣

　 1 週間 に お ける 入浴 H 数，浴槽使用 日数 （浴槽に 浸

か る 日数），
シ ャ ワ

ー
の 使用 日数に つ い て 検討を行 っ

た。図 1 に年齢別，夏冬別の 入浴習慣を示す．

　まず，入浴 日数に つ い て は全体的 に毎 日入浴する も

の が多 く， 夏 95％ ， 冬 78％ と夏の 方が 入浴頻度が高

い ，また年齢 と と もに入浴 日数が 減少する傾向が み ら

れ，こ の傾向は冬に顕 著で あ る．次に浴槽使用 日数に

つ い て ，冬は毎 日浴槽に浸か る者が多 く70％ を占め

る が
， 夏 は浴槽 に浸か ら な い 者が約 20％ と夏 と冬 と

で 入浴の 仕方が異 な る．また冬は年齢に よ る 差 は 殆 ど

み られ ない が，夏 は浴槽使用 日数 と年齢 との 問に関連

が 認 め ら れ，年齢が 低 い ほ ど 「0 日」が増 え る．シ ャ

ワ
ー使用 日数に つ い て は全体で毎 日シ ャ ワーを使用す

る もの が 夏 75％ ，冬 56％ で あ り夏の 方が シ ャ ワーの

使用頻度は高い ．また シ ャ ワ
ー
使用 日数 は年齢 との 問

に 関連が認め られ，年齢が高 くなる に つ れ て シ ャ ワ
ー

を毎 日使用する者が減 り，使用 しない 者が増え，先の

浴槽使用 日数と逆 の 傾向を示す．

　次 に 入浴時 に浴槽 に 浸か らず に シ ャ ワ
ー

の み で済ま

す こ とが あ る か どうか に つ い て ，図 2 に 示す様に全体

で 「ある」は夏 60％ ，冬 17％ と夏は シ ャ ワ
ー

だけで

済 ます者が 多い ，そ して 年齢別 で は夏は 20代以下 と

30代で 70％以．．ヒが
，
40〜50 代 は 50〜60％ と年齢が低

い ほ ど シ ャ ワ
ー

の み で 済ます者が多くなる傾向がみ ら

れ る．こ の傾向は冬で も同様で あ り 20代 以 下 は冬 で

も33％ が シ ャ ワ ーの み の 入浴を行 っ て い る．入浴 を

シ ャ ワ
ー

の み で 済 ます理 由は 夏と冬で異な り，夏は

「入浴後暑い の が い や」， 冬は 「時間短縮 の た め 」が ど

の年代で も半数以上 を占め最 も多か っ た．こ の こ と か

ら夏は入浴後の暑さを緩和す るため に ，冬は 入浴を手

早 く済ますた め に シ ャ ワーが利用され て い る とい える．

　 さらに入浴時間 とそ の うちの浴槽使用時間に つ い て

表 2 に 示す．冬は夏よ りも入浴時間が 5分程度長い が

浴槽使 用時間 も 5 分程度長 くな っ て い る こ とか ら，浴

槽 に 浸か る以外 の 時 間 は 夏冬で は変わ ら ない とい え る．

また性別で は男性 よ り女性 の 方が入浴時間，浴槽使用
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表 2．入浴及び浴槽時間

　　　　　　　 （単位 ：分〕

平均　男性　女性

夏　入浴時間　21．3　18．8　22，5

　　浴槽時間　　6．3　　5．9　　6．5

冬　入浴時 間　26，9　23．5　28．5

　　浴槽時 間 　1L3　1G．2　11．9

全体

20代以下

3Q代

40代

50代

60代

70代以 上

（n
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浴槽時ra
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洗い 方
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　 （多い
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「寧）

口 moい

　 （少な い ・簡単〕
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鬮 鮑 答
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図 3．平 目 と休 日の 入浴行動 の 違 い

時間 ともに長い ．そ して浴槽使用時間は男女で それ ほ

ど変わ らない こ とから ， 女性 は 浴槽に浸 か る 以外 の 時

間が男性よ りも長 い こ とがわかる．

　以 上 をまとめ る と，冬よ りも夏 が ，また若年層ほ ど

入浴頻度は高 く， 入浴の仕方に つ い て 若年層は シ ャ ワ

ー
を よ く使い

， 高年層 は浴槽に 浸 か る こ とが 多い ，ま

た冬は浴槽に浸か る時間が長 くな り，女性は 浴槽 に 浸

か る以外の 時間が男性よ り長 い など季節，年齢，性別

に よ っ て 入 浴の 仕方が 異 な る こ とが 明 ら か とな っ た．

　2） 平 日と休 日で の 入浴時間及 び頻度 ， 入浴行動の

　　 　ちが い

　次に平 日 と休 日で は入浴 の 仕方が異なるか ど うか に

つ い て検討を行 っ た，結果を図 3 に示す．まず 「同 じ」

86％ ，「異な る」14％ と大半は平 日と休 日 とで 入浴の

仕方 に差が み と め られな い ，「異な る」 と回答 した も

の に，どの ように異なるか を尋ねた と こ ろ，入浴時間

と浴槽使用時間 で は 「長 い 」 が最 も多くを占 め た ．ま

た浴槽に浸か る 回数 は 「同 じ」が 73％ と最 も多い こ

とか らゆ っ くりと湯舟に浸か っ て い る こ とがわか る ．

そ して洗い 方は 「丁 寧」が半数程度を占め ，そ の 他 の

回答と して 「平 日 よ りも遅 い 時間帯に 入浴する」「パ

ッ ク ・マ ッ サ ージ ・ト リー トメ ン トなどをする］「浴

槽 に浸 か りなが ら読書 をす る」 と い うもの もあ っ た ．

　以 上 の こ とか ら休日は平 日よりも時間 に 余裕があ る

5060

ア0代 以

図 4．年代別 に みた入浴 の 好 き嫌 い

　 　 　 0　　　　　　　　　　100 　　　　　　　　　200〔％〕

口 　心身 リフ レッシ ュ 　睡圏　睡 眠よくとるため　囲

閥 数同割

Bをさます

匚コ　疲れをとるため　　鬮 　　1人でくつ ろぐ　　嚇 　身だしなみ

鬮 　健康のた め　　　　贐 ヨ　ダイエ ッ トのため　■■1　コ ミュ ニ ケーシ ∋ン

　　　　　 図 5．入浴の意味 （年代嬲）

こ と か ら
， 精神的 に も リ ラ ッ ク ス す る た め に 入 浴時間

も長 くな り，特 に浴槽 に浸 かる時間 も長 くな り，楽 し

み なが ら浴槽に ゆ っ た りと浸か る 様子が窺え る．

　3）　 入浴に対する意識

　入浴に対する意識に つ い て 人浴の 好き嫌 い や 入浴の

意味な どの 点か ら検討を行 っ た．

　まず入浴が好 きかどうか に つ い て 毆 4 に示す．全体

で は 「大好 き」「まあまあ好 き」が 90％ 以 ヒを占め，
一般に 日本入 は 入浴好きとい わ れ る が そ の こ とを裏付

け る結果 と な っ た．また 年齢別 に み る と，20〜50代

は 「大好き」が 30％弱 で ある が，60 代以一Lで は 45〜

50％ 程度 と年齢が 高い ほど 「大好 き」の 割 合が高 くな

る傾向がみ られた．

　次に か らだ を清潔に す る 以外に 入 浴 の 意 味 に つ い て

検討を行 っ た結果を図 5 に示す．「疲れ をと る ため 」

「心身の リ フ レ ッ シ ュ の た め」は各年代 とも大差な く

そ れぞ れ 60〜70％ を 占め て い る が
， 「健康 の た め 」

「睡眠 をよ くとるた め」は年齢 が高 くなる に つ れ て 割
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　　　　　　図 6．入浴法及 び 入浴関連商品 の 知 名度 ， 経験 度 ， 関心度
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60　 8d ％ ）

　 （n＝568 ）

合が高 くな る．逆に 「1 人 の 時間をくつ ろ ぎた い から」

「外 出前 の 身だ しなみ と して」は年齢が低 くな る に つ

れ て増加す る．また 「家族との コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の

た め」は 30 代 ，
40 代が 最 も多 く，

こ れ は こ の 年代 の

人達の 子供が まだ幼少で ある こ とか ら子供 と
一

緒 に 入

浴する もの が多い と考えられる．

　以上，身体を清潔にする 以外の 入浴の 意味 とは，疲

れをと る，心身の リ フ レ ッ シ ュ の ため と考えて い る も

の が多 くを占め ，他に高年層 ほ ど健康の た め
， 若年層

ほ ど 1人 の 時間を楽 しみ くつ ろ ぐ，身だ しなみ を整え

るな ど 精神 的な リラ ッ クス 効果や美容の ため，そ して

中年層は子供 と
一

緒に 入 浴し コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン を は

か る ため
， など年齢層 に よ っ て 入浴の 意味が異な る こ

とが 明 ら か と な っ た ．

　4）　人浴関連商品の 使用実態

　近年，入浴を単に身体の汚れ を落とし，疲れ をとる

だけ に は留 ま ら な い
， 美肌づ くり，

リ ラ クゼ ーシ ョ ン

な ど家庭 で で きる美容法 ， 物理療法 の
・つ として 様 々

な入浴法や関連商品が紹 介 され，市販 されて い る．そ

こ で それ らの 知名度や使用実態に つ い て検討を行 っ た ．

　図 6 に それぞれの 商品や入浴方法に つ い て の 知名度，

経験度，関心度を示す．まず知名度に つ い て は クー
ル

系入浴剤 ， 柚子湯 ， 半身浴，芳香浴が 70％ を超 え よ

く知 られ て い る．また反復浴 と抗菌ユ ニ ッ トバ ス は約

半数が知 っ て お り，
一
方 エ ス テ ゼ リーと脱塩素シ ャ ワ

ーフ ィ ル ターは 30％ 弱とあ ま り知られ て い な い ．次

に こ れ らの 入浴方法や 商品を試 し た こ とがある か どう

か とい う経験度に つ い て み る と
， 概 ね 知名度 が 高い も

の は 経験度 も高 い 傾向を示 し，杣子湯 とク
ー

ル 系入浴

剤は 半数以 hが使用経験 があ る．しか し同 じく知名度

の 高 い 芳香浴 は経験度 は 25％弱 と低 い ．またエ ス テ

ゼ リ
ー
，抗菌ユ ニ ッ トバ ス ，脱塩素シ ャ ワ

ー
フ ィ ル タ

一
は 10％ 以

．
ドとあ ま り使用 さ れ て い ない こ とか ら

，

実際に使用 されて い る商品はかな り限られ て い る とい

え る．そ して 関心度につ い て も知名度や経験度が高 い

もの は 関心 も高 く，柚子湯 と クー
ル 系入浴剤 は 半数を

超 える．また経験度 と関心度を比較す る と，特 に芳香

浴，エ ス テ ゼ リ
ー
，抗菌ユ ニ ッ トバ ス ，脱塩素シ ャ ワ

ー
フ ィ ル ターは経験度 よ りも関心度 の 値が 大きく上 回

っ て お り，こ れ らが比較的新 しい 商品 で あ る こ と か ら

ま だ 試 した こ と は な い が や っ て み た い と関心 を寄せ る

もの が多い とい え，今後使用が増 えて い くもの と推測

され る ．

　さ ら に 知 名度 ， 経験度 ， 関心度 の 高 か っ た 半身浴 ，

ク
ー

ル 系入浴剤，柚子湯 ，芳香浴 に つ い て 年齢別 ，性

別 ご と に 鬨心度 の 検討 を行 っ た．結 果を図 7 に示す ．

まず性別に つ い て み る と，い ずれ の 商品に つ い て も男

性よ り女性の方が関心が高 い こ とが 顕著で ある ．そ し

て 女性 は 関心度 と 年齢 と の 問 に 関連 が 認 め られ
， 年齢

が低 い ほ ど関心が高 くな り，年齢が高くなるに つ れ関

心 は薄 くなる傾向が認め られ る．対 して男性は年齢 と

の 間 に 関連は特に認 め られない ．

　次に各商品に つ い て検討を行う，半身浴は他 の 商品

と比 べ て 20代 以下〜50 代 の 若中年層 の 女性 の 関心度

は低 い が ，60代，70 代の高年層の 女性で は柚子湯 に

次 い で 関心度は高い ．こ れは高年層が健康志向で あ る

こ とが先の結果 よ り明 ら か となっ て お り，半身浴 は健

康に よ い とい われ て い る ため で は ない か と考えられ る．

ク ール系人浴剤は男性は 20代以 下 で 67％ と最 も関心

が 高 い が
， 他 の 年代 は 30〜40％ 程 度 で ある．ま た 70

代以上 で は 女性 よ りも男性 の 方が強 い 関心 を示 して い

る．柚子湯 は こ れ らの 商品 の 中で 男性 の 関心が最 も高

く 43〜63％ を占め，また年代 に よ る 差 は小 さ い ．こ

れ は柚子湯が古 くか ら 日本の 入浴に用い られ て い る こ
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20代以

　 30
　 40代

〈 半身浴 〉

＝ ：コ　 ＊ ＊

表 3．数量化分析に 用 い た ア イ テ ム

　　　及 び カ テ ゴ リ
ー

ア イ テ ム カテ ゴ リ
ー

50代

60代

70代以 上

〈 クール 系入 浴 削 〉

入浴 日数 毎日

毎日で な い

20代 以

　 30
　 40代

浴槽 日数 毎日

毎日で な い

50代
60代

入浴時間 25分 以 上

25分未満

70代 以 上

20代 以

000034
，

r

⊃
ρ
り

〈 柚 子 湯 〉

：コ ＊ ＊ ＊

シ ャ ワ
ー

の み 入浴　ある

　 　 　 　 　 　 　 　 な い

誰 か と は い る ひ と り

誰 か と一一
緒

70代 以上

　　　 〈 芳 香湯 ＞

　 　 　 0　　　 20

休日 と 平 日 異なる

1司 じ

O．t％

1％

％

銭湯利用 利用する

利用 しな い

40　　　 60　　　 80

■ ■ 男姓 Eifiliコ　女 性

10e
〔％1

図 7．入浴法 及び入浴開連商品 の 関心度 （年代別
・性

　　　別）

とに よる と考えられ る．反対に芳香浴 は 男性 の 関心 が

最も低 く10〜3096を占め る の み で あ り，特に 50代以

下 の 年代で 性別に よる差が認め られ，男女 間で の 関心

の 持ち方が大 きく異な る商品 で ある とい え る ．芳香浴

は精神的 リラ クゼ ー
シ ョ ン を得 る こ と が で きる だけで

な く
， 美肌効果もあ る こ とか ら女性が使 用す る もの と

い う意識が働い て い る の で は ない かと思われ る ，

　以上 をまとめ る と
， 入浴法や入浴関連商品に つ い て ，

従来か らある柚子湯や クー
ル 系入浴剤な ど は 知名度が

高 くよ く使用 され て い る．一
方，比較的新 しい 商品 で

あ る芳香浴 や エ ス テ ゼ リ
ー

などは知名度 は 高 い が まだ

多 くは使用 され て い ない ．しか しそれら に対す る関心

は高い こ とか ら今後の利用 が 見込 まれ る．また男性よ

り女性が ， そ して 特 に若年層 の 女性 が 強 く関心を もっ

て い る こ とが明 らか とな っ た．

4．入浴行動に よ る対象者の類型化

（D　類 型 化

入浴行動 の 特徴を把握する た め に調査対象者の類型

5

第
　 　

2　　

成　

分
0

シ

5
占

浴 な し

　 　 　 　 　 0

　 　 　 　 第 1 成 分

図 8．カ テ ゴ リーの分類

5

分 けを試 み
， それ ぞ れ の グ ル

ープ の 入浴習慣 の 特徴や

入浴に対する意識の 検討を行 っ た ，まず ， 表 3 に 示す

入浴行動に 関す る 7 ア イテ ム 14 カテ ゴ リ
ー

に つ い て

数量化理論第 3 類を用 い て説明軸の抽出を試み た．結

果 ， 5成分が抽出 され た が ，うち園有値の 高い 2 成分

を 取 り上 げて それ らの カ テ ゴ リーの 数量化値を園 8 に

示す よ う に グラ フ 上 に プ ロ ッ ト し
， 説明軸 の 解釈を行

っ た．

　まず第 1 成分は，「＋ 側」に毎日入浴 ，毎 日浴槽使

（1009） 87

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan society of Home Economics

NII-Electronic Library Service

Japan 　sooiety 　of 　Home 　Eoonomios

日本 家 政 学 会 誌 　Vol．52　No ．10 ・（2eOO

用 ， 休日は平 日 と同 じ入浴な ど，日々 変わ らず規則 正

しい 入浴習慣 を示すカ テ ゴ リ
ー

が ， 「一側」は時 々 入

浴 ， 時々 浴槽使用 ， 休 日 と平 日の 人浴は異な る な ど，

日に よ っ て 入浴 の 仕方が異 なる不規則な入浴習慣 を示

すカ テ ゴ リ
ー

が含 まれ て い る こ とか ら，入浴習慣 の 規

則性，不規則性を示す軸 と考え ら れ る．

　次に第 2 成分は
， 「＋ 側」は 入浴時 間が長 い ，誰か

と
．．・
緒 に 入浴する な ど 入浴 に 対 して積極的 な カ テ ゴ リ

ー
を含み，「

一
側」は入浴時間が短 い ，時々 入浴 ，

ひ

とりで 入浴など入浴に村 し て 消極的なカ テ ゴ リ
ー

が含

まれ て い る こ とか ら
， 入浴 に 対す る 積極的，消極的行

3．5

？
紹
掣

　
　

　

（

獻
鰹）

争
賢
N

爨
　ご

一3，5

溝 △
蠶　　　鴛

鷲 △　　　△
篝

△

　 　 鷺

麗

触
鴛

　管

　 △

鬼　　△

芻　　　 残 転
  　　　韓 △

● 　　　實

● 　　　 ●

　 ●

● 　　 ◎
  　　　O
　 o

●　　　 ●

● ● 1型 に属す る対 象

× ll型　 　 〃

Olr【型 　 　〃

△ IV型　 　 κ

一3　不規則←　　　　　　0　　　　　　→規 則的　　3

　　　　　第 1 成分 （規則 性 ）

　　　　 図 9．対象の 分類

動姿勢を示す軸 で ある と考えられ る．

　次に ，先の 数量化分析の 結果よ り得 られたケ
ー

ス 得

点を用 い て クラス ター
分析 を行 い

， 対象者の分類を行

っ た．そ の 結果 ，1 型 （20．6％），H型 （14．8％ ），1且

型 （40，1％），IV型 （24．5％ ）の 4 つ の ク ラ ス ターが

得 られた．さらに 図 9 に示す様に対象者の ケ ー
ス 得点

を用 い て それぞれ の ク ラ ス タ ーを意味付けた．1型 は

第 1成分 ， 第 2成分 と もに マ イナ ス の 対象者が多 く属

して お り，日に よ っ て 入浴 の 仕方が異 な り，かつ 入浴

に 対 して 消極的な姿勢の グ ル
ー

プ とい え る こ と か ら
，

不規則 ・消極型．次に H 型は 第 1成分 は マ イナ ス
， 第

2 成分は プ ラ ス の もの が属 して い る こ とか ら，日に よ

っ て 入浴の 仕方が異 な り不規則で ある が，入浴に対 し

て は積極的な姿勢がみられる グ ル ープとい え
， 不規則 ・

積極型．また m 型は第 1 成分は プ ラ ス ，第 2 成分 はマ

イナ ス に属する もの が多い こ とから ， ほぼ毎 日規則正

しく入浴 を行 っ て い るが，入浴 に 対する意識 は希薄で

消極的 な グ ル
ー

プ とい え，規則 ・消極型．そ して IV型

は第 1成分，第 2 成分ともに プ ラ ス に属する もの が多
い こ とか ら，ほ ぼ毎日規則正 しく入浴を行 っ て お り，

入浴に 対
『
し て も積極的な姿勢 が み られ る グル

ー
プ と い

え規則 ・積極型 と意味付 けた．

　グ ル
ー

プ ご との 特徴を把握する た め に
， それ ぞ れ の

グ ル ープと対象者の 属性 ， 入浴習慣及 び意識 ， 入浴習

慣の 変化の 項 目につ い て クロ ス 集計 を行 っ た．

　  　類型別特徴

　1） 属　　性

　表 4 に各グ ループ に属する対象者の 年齢 と男女構成

表 4，各グ ル
ープ の 対象者 の 年齢及び 男女構成比率

グ ル ープ
平均年齢　　男性　　女性　　合計

　（歳）　　 （人）　　（入）　　 （人）

1型 （不規則
・
消極型） 　 　 　 　 32　　 　 42　 　　 74

46．2
　　　 （27．8）　　（17，2）　　（20．6）

H型 （不規則
・
積極型〉 　 　 　 　 　 7

32．9
　　　　 （6．1）

　 46　 　 　 53

（18．9）　　（14．8）

皿型 （規則
・
消極型） 　 　 　 　 53　 　　 91　 　 144

48．2
　　　 （46．1）　　（37．3）　　（40，1）

IV型 （規 則
・
積極 型 ） 　 　 　 　 23　 　 　 65　 　 　 88

42．1
　　　 （20．0）　　（26．6）　　（24．5）

合計
115　　　　244　　　　359

（100）　 （IOO）　 （100＞

（ ）内％．
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毎日

　 　 Too
の み入浴あ り

日

図10・2入浴の 惷味

　 　 　 　 　 4S 健康のため

35

　 4s
コ ミ ュ ニ ケ

ーシ ：ン

o

逼  、
　 　 s

　
1σe

　　 身だし み
ひ と りで 入浴

h

　 娼

1人で くつ ろぎ

図10 −3入 浴方法な どへ の 魔心 度

購
半身浴 6s

脱塩紊シヤ ワー

35 55

睡眠よくとる 　’　’’ 抗菌ユ ニ

詞 」 45

声 、 ツ トバス

80 45

一
ル系入浴剤

　　’
，

’
∠

ρ

’

8Q 30

珈 エ ステゼリー

一
燗
一1型

一●− ll型 ・一 一IH型 一9 −→V型 　〔単位鶏

7s

芳番湯

図 10．類型別 に み た 入浴行動 の特徴

比 率 を示す．平 均年齢に つ い て
，
U 型 は他 と比 べ て

10歳程度 も若く， 次 い で W 型 ，
m 型 ，

1型と続く．ま

た性別 につ い て は全体 の 40％ と多くを占めて い る こ

ともあり男女とも皿型が最 も多 く，また男性は特に H

型が 少ない 。入浴に対する姿勢別に検討を行うと，積

極型 （H 型 ＋ IV型）は男性 26％，女性 45％ で あ り，

消極 型 （1型 乎 碾型）は 男性 74％ ， 女性 55％ と性別

に よる違 い が顕著に認め られ ，男性 は入浴 に対 して消

極的な傾向が み られ る．また規則性に つ い て は性別 に

よ る差は認め られ ない ．そ して各グ ル ープ内の 男女構

成比率に つ い て は 1 型は男性 の 比率が 最 も高 く，
n 型

は女性 の 比率が高 い ．

　 2＞ 入浴習慣

　次に各グ ル ープの 入浴習慣に つ い て特徴を検討 した．

　 まず ， 入浴行動につ い て
， グ ループ間 で差が認 め ら

れ た もの を図 10−1 に示す．「入浴時間」で は ll型とIV

型 は 27〜31 分 と畏め で あ るが，1型 と 皿型 は 16分程

度 と短 く 10分以上 の 差がある．「浴槽使用頻度」は 皿

型 とIV型は毎 日浴槽を使 うが，1型と fi型は毎日浴槽

を使 うもの が 20〜30％ と少な い 。「シ ャ ワ
ー

の み入浴

の 有無」と 「平 日と休日で 入浴 の 仕方が異 なる」では

傾 向が似 て お り，1 型 と n 型 は大半が シ ャ ワーだけで

入浴をすま し平 日と休日とで 入浴の仕方が異なる が，

皿型 とIV型は シ ャ ワーだけですますこ とは殆どな く，

平 日と休日で 入浴 の 仕方が 同 じもの が多い ．ま た 「ひ

と りで入浴 す る」で は，1型 と皿型 は 100％がひ とり

で 入浴 し，H 型 と IV型は誰 か と
一

緒 に 入浴する もの が

多 く，そ の 大半は子供 と一
緒 の 入浴で ある．

　 3）　入浴に対す る 意識

　次に 入浴に対す る 意識 に つ い て グ ル ープ ご とに特徴

の 検討を行 っ た．入浴が好 きか どうか に つ い て は
，

い

ずれ の グ ル ープ も 「好 き」 が大半を占め た が ， 工型 は

「嫌 い 」とす る もの が 10％程度み られ た．

　 また入浴の 意味に つ い て は，い ずれ の グ ル ープ も

「疲れをとるため」r心身をりフ レ ッ シ ュ する た め」が

大半を占め グ ル ープ間の 差は認め られ なか っ た．グル

ー
プ間の 差が み られた項 目に つ い て 図 10−2 に示す．

「健康 の ため」 と 「睡眠をよ くと る」 は H 型が他に比

べ て 占め る割合が特に小 さい 点で 傾向が似てい る．そ

して 「睡眠 をよくとる」は皿型が 占め る割合が最 も大

きい ．また 「1人 で くつ ろ ぐため」と 「コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン をとる ため 」は H 型 と痒型が 占め る割合が大き

い 点で 傾向が似 て お り，「身だ し な み を整え る た め］

は 1型 と 矼型 の 割合が大 きい ，

　入浴関連商品に対す る関心度 に つ い て 図 10−3 に示

す．全体的に H 型 は多 くの項 目 に つ い て他の グ ル
ー

プ

よ りも関心が高 い ．こ れ は H型 は若年層 の 女性 の 占め

る割合が高い こ とが関連して い る と考えられ，先の 入

浴 関連商品 の 使用実態よ り若年層の 女性は入浴関連商

品に対する関心が高い こ とが明 らか とな っ て い る．

　以上 をまとめ る と，1 型は身だ し なみ を整え る た め

に必 要とする もの が多く， 健康へ の留意 も窺 える。H

型 は 健康 に対 して 関心は薄 く，入浴は身だ しなみ を整

えるため や くつ ろ ぎを得る ため に 必要で あ る と考えて

い る ，皿型は健康に対する関心が 強く， 睡眠 を よ くと

る た め に 入浴は必要と考えて い る ．W 型は 入浴は 家族

と の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の た め に 必要と し，ま た健康

の ためや くつ ろ ぎを得るため に も必要と考え て い る、

　以上，入浴行動に よ る対象者の類型分け及びそ れ ら

の 特徴に つ い て分析 した結果，1型 （不規則 ・消極型〉

は男性の 比率が最 も高 く，入浴は不規則で ，浴槽に浸

か らずに シ ャ ワーだけで 済ませ た り，
入浴 の 仕方 が 平

B と休 日で も異なる．また入浴に要する 時間 も短 く，

ひ と りで 入浴する．そ して 入浴 は 健康 の ため，身だ し
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なみ の た め にやむを得ず必要 と考えるなど入浴本来の

機能性 だけ を必 要とす る．且型 （不規則 ・消極型）は

平均年齢が 30代前半と若 く， 女性の 比率が最 も高い

グ ル ープで ある ．入浴は不規則で あり，浴槽に浸か ら

ずに シ ャ ワ
ーだけで 済ますこ ともあり，入浴 の 仕方が

平 日 と休日で 異 なるが ， 入浴 に要す る時間は長 く，入

浴 を身だ しなみ の ためだけで な く，1 人 で くつ ろ い だ

り，家族との コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン を は か る もの と考え

て お り，入浴関連商品や入浴法に も関心が高い など，

入浴に ア メ ニ テ ィ
ー

の 要素を求め る グ ル
ー

プで あ る．

また 皿 型 （規則 ・消極型）は平均年齢が最 も高 い グ ル

ー
プで あ り，入浴は毎日規則正 しく行われ，毎 日浴槽

に も浸 か る．ひ と りで 入浴 を行 い
， 入浴は健康 の た め

や睡眠 を よ く と るため に必 要 と考え て い るが，1 型同

様，入浴時間は短 く積極的に楽 しもうとする もの で は

な い ．W 型 （規則 ・積極型）は 女性の 比率が 高 く，
H

型の 次に若い 年齢で構成され て い る．入浴 は 規則正 し

く毎日行わ れ，浴擠に も毎日浸か り，子供 と一
緒 に 入

浴す るもの が多 い ，入浴時間は長く，入浴は健康の た

め， 1人 で くつ ろ ぐため，家族 との コ ミュ ニ ケ ーシ ョ

ン の た め に必要 と考えて お り，
H 型 同様に 積極的 に 入

浴を楽 しもうとす る傾 向がみ られ る，

　以 L，調査 より得られた結果を もと に今後の 浴室空

間の あ り方を検討する ．まず入浴形態として若年層を

中心 と す る シ ャ ワ
ー

利用 の 多さが 目立 ち ，
シ ャ ワ

ー
の

みで 入浴をす ます もの も多い ．しか しそ の 理 由は夏は

暑さ対策として，冬は時間短縮 の ため と必要に 迫 られ

て の 利用で ある こ とか ら入浴形態が 欧米の様な シ ャ ワ

ー
中心 の もの にな っ て い くと は考えに くい ．けれども

その 利用 の 多さから単 なる 浴室 の 備品 で は な く，浴槽

と同等の位置づ けと して シ ャ ワ
ー
設備の あ り方を考え

る必要がある．そ して冬は浴室が寒い ためか シ ャ ワー

利用 は少ない が
， 浴室暖房を充実する な どすれ ば利用

もさらに増 える と も考えられ，シ ャ ワ
ー

を利用 したい

と きに 利用 しや す い よう に，また利用 の 多さか らも空

間的余裕があれ ば シ ャ ワ
ー
室を別に設ける な どする こ

とも意義がある と思われる．そ して浴槽は休 日 に ゆ っ

た りと湯船に浸か る こ とや ，入浴剤に対す る 関心 の 高

さか ら 日本人 の 入浴に とっ て依然必要不可欠で ある．

また 入浴を日常的習慣 と して の み 考えて い る もの が い

る一
方 で

， 精神的，肉体的安 らぎを得る た め の ，さら

に家族 との コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン を図るため の 重 要な空

間 として 考えて い る もの もお り，今後の 浴室空 間 の 方

向性と して ，衛生空間として の 機能の 追求だけに留ま

らず，心理 的快適性が求め られ る 豊かな空 間づ くりを

目指す必要があると考え られる．しか しなが ら，第 1

報で 浴室 は 配置場所や設備面 な どの 不十分 さや画
一

的

な浴室が増 え て い る こ とが指摘さ れ ，浴室空 間の 地位

の向上 と居住者それぞれ の要求にあ っ た浴室環境の 充

実が 望まれ る ，

　 5．要　 　約

　生活の 中 で の 入 浴の位置 づ けを把 握し
， 今後の 浴室

空間の あ り方を検討する こ とを目的 と して 入浴行動 の

実態につ い て質問紙 による調査を行 っ た．得 られた結

果は 以下の 通 りで ある ．

　（1） 冬 よりも夏が，また若年層ほ ど入浴頻度は高 く，

若年層は シ ャ ワ
ーを よ く使 い ，高年層は浴槽に浸か る

こ と が多い こ とが明 らか とな っ た．

　（2） 身体 を清潔 にする以外 の 入浴 の 意味 とは，疲 れ

をと る，心 身の リ フ レ ッ シ ュ の た め と考えて い る もの

が多 くを占め ，他に高年層ほ ど健康の た め
， 中年層は

家族との コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン をは か る た め，若年層 は

1 人 の 時間 を楽 しみ くつ ろ ぐ，身だ しなみを整 え る な

ど精神的な リラ ッ ク ス 効果や 美容の ためな ど年齢に よ

っ て 入 浴の 意眛が 異な る こ とが 明 らか とな っ た．

　（3） 入浴法や入浴関連商品に つ い て
， 柚子湯や ク

ー

ル系入浴剤な ど は知名度が高 くよ く使用 されて い るが，

比較的新 しい 商品 で あ る芳香浴や エ ス テ ゼ リ
ー

な ど は

知名度は高 い がまだ多 くは使用されて い な い ．しか し

それ らに対する関心は高い こ とか ら今後の 利用が見込

まれ る．また 男性よ り女性が ， そ して 特に若年層 の 女

性が強 く関心 を もっ て い る こ とが明 らか とな っ た．

　（4） ．入浴行動 に つ い て 対 象者 の 類型化を行 っ たと こ

ろ，H 々規則正 し く入浴 を行 っ て い る か どうか と入浴

に対 して積極的な姿勢で ある か どうか の 2 軸が 抽出さ

れ
， 不規則 ・消極型 ， 不 規則 ・積極型 ， 規則 ・消極型 ，

規則 ・積極型 の 4 つ に分類 された．

　　　　　　　　 参　考　文 　献

阿岸祐幸，井出　肇 （1987）入浴 の 科学，か ら だ の 科学，

　 132，　96−101
平手小 太 郎，鎌 田 元康，石渡　博，桑沢保夫，市 川憲良，

　飯 尾 昭 彦，浅尾 良晴，紀谷文樹，坊 垣 和 明，田 中 正 敏

　（1993）住 宅 用 給湯 設 備 の 使用 感 に 関 す る ア ン ケ ート調

　査　第 2 報
一

浴室周 りの 調査 お よび 湯使用時 の 要求水準，
　空気調和 ・衛生工 学会論文集，52，71−80

任　喜敬，今井範子 （1995）韓 国 都市集合住宅 に お ける 居

9Q （1012）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan society of Home Economics

NII-Electronic Library Service

Japan 　sooiety 　of 　Home 　Eoonomios

浴 室 環 境 及 び 入 浴行動 に関 す る 調 査研究 （第 2 報）

　住者の 入浴慣習の 実態と入 浴空間の 住様式的検討 1，家

　政 誌 ，
46

，
849−860

任　喜敬，今井範子 （1996）韓国都市集合住宅 に お ける居

　住者の 入 浴慣習 の 実態と入浴空間 の 住様式的検討 （第 2

　報）， 家政誌 ，
47

，
477−486

伊 東 理 恵 （1993） ア メ リカ に居 住する 目本人 の 入 浴様式，

　家政 学研究，40，40−48
中川 ヒ トミ，今井範予，西村

一
朗，扇 田　信 （1977）人浴

　行為 に関 す る研究 ， 家政 学研究 ，
23

，
49−52

佐藤広 隆 （1999） 入浴 ： 日常 生 活 にお け る ス トレ ス の 対 処

　法，香粧会誌，23，103−107

関　太輔，諸橋正 昭 （1996a）浴用剤 とス キ ン ケ ア （2），

　FRAGRANCE 　JOURNAL ，24，92−95

関 　太輔 ， 諸橋 tT．昭 （1996　b） 入浴 の 生 理 学 ，
　 FR ，1−

　GRA ハ厂CE 　JOUR1 ＞AL ，　24，　107−−109

渋田正 幸 （1997）入浴剤 こ の 10年，香料，194，219−223
白倉卓夫 （1997）入浴 の 効能 と注意点 ， 食生活 ，

91
， 14−

　 19

都市生 活研究所 （編）（1989） 日米お 風呂調査 そ の 3，都市

　生活 レ ポ
ー

ト，15，1−25
宮島成 江 ，小 田 史郎，森谷　潔，阿 岸祐幸 〔1998）脳 波 か

　 ら見 た ラ ベ ン ダー
湯入浴の リ ラ ク セ

ー
シ ョ ン効果，北海

　道大教 育学 部 紀要，75，139−147
渡辺幸次 （1997）住まい の リ ラ クゼーシ ョ ン ，住宅金融月

　報 ，　546
，　36−39

（1013＞ 91

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


