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　The　purpose　of　this　study 　is　tQ　acquire 　data　on 　the　changes 　in　the　physical　ability　of　the　elderly　due
to　the　aging 　process 　and 　to　improve　the　standard 　of　clothing 　in　relation しo　those 　changes ．　A　question −

naire 　was 　administered 　to　971　subjects 　in　five　age 　groups　（60，65，70，75，80》for　each 　sex ．　The 　mean 　scale

value 　for　each 　question　was 　calculated ．　Hayash［もQuanti丘cation 　MethQd 田 was 　applied 　to　24　physical
functions　 re 【ated 　to　the　 subjects

’

ability 　 to　get 　dressed　and 　 undressed 、　The 　foUowing　 results 　 were

found：1）When 　the 　elderly 　reach 　eighty ，　roughly 　25％ of　them 　experience 　some 　di伍culty　in　dressing
and 　 undressing 、　 with 　70％ of　the 　men 　and 　95％ of　the　 women 　preferring 　loose−fitting　 elastic 　 waist

bands．2）The 　structuresobtained 　using 　Q皿 for　48　sample 　scores 　were 　calculated 　on 　the 　I　and 且Axes ．
Those　of　the　elderly 　indicated　a　clear 　U−shape ，　With　regard 　to　criterion　vatidity ，　a　correlatlon 　was 　dis・
covered 　between 　the　age 　of　the　subjects 　and 　their　scores ．　This　means 　that　as　the　age 　of　the　subjects
increases，　their　ability　to　easily　dress　and 　undress 　themselves 　decreases，　Such　criteria 　has　produced
useful 　data　in　respect 　of 　designing　garments 　for　the 　elderly．3）E［derly　women 　produced 　much 　higher
scores 　than 　elderly 　men ．4）Once 　they 　exceed 　the　age 　of 　seventy ，　the　elderly 　begin　to　experience 　diffi−

culties 　getting　dressed　and 　undressed ．　It　is　clear 　that　clothing 　which 　is　easier 　to　put　on 　and 　remove

must 　be　developed，5）People　in　their　eighties 　experience 　more 　difficulties　than　those　in　their　seventies ，
due　to　decreasing　Physical 　ability ，　especially 　shouider 　flexibility　and 　increasing　joint　pain．　They　prefer
loose−fitting　e1astic 　waist 　bands　as 　small 　buttons　and 　snaps 　are 　dif巨cult 　to　work 　with ．　The 　most 　stable

way 　of　putting　on 　socks 　was 　frQm　the　sitting　position，　It　is　clear，　therefore ，　that　special 　clothing 　should

be　designed　and 　manufactured 　for　this　age 　group ．

　　　　　　　　　　　　（Received　November 　26，2004；Accepted 　in　revised 　form　April　l　l，2005）
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physical 　 ability 　身体機能，

　1．緒　　言

　高齢者の 衣生活に お い て ，誰 もが フ ァ ッ シ ョ ン を楽

しめ る社会を目指すに は，そ の 基礎 となる身体機能 の

加齢変化を的確に と らえた Lで ，それ ら に 対応 した被

服設計 を しなけれ ば な ら ない ．身体機能 が 減衰 して も，

で きるだけ自立 に 近い 方向で 更衣 で きる よう，着勝手 ・

脱 ぎ勝 手 の よい 被 服 を提供す る こ とが高齢社会 で は特

に 必要 と な っ て い る，高齢者 の 身体機能 と着脱動作
il

や ，身体機能と被服との か か わ り
2 ；

，脱 ぎ着 しや すい

上衣服の ゆ とり量 に つ い て
3／
，著者は若年女子 と高年

とを比 較検討 し て きた ．本報 で は ，健常 な高齢者 を対

象と し，日常着 に 関す る 質問紙調査 を行 い ，身体状況

と更衣 しや す い 被服要件 の 加齢変化 を数量化 皿類法 で

総合的 に とらえ，高齢者服設計の ため の 基礎資料を得

る こ とを目的 として い る．その ため年齢グル
ー

プを 5

歳 間 隔 で ，60 歳 ・65 歳 ・70 歳 ・75 歳 ・80 歳 の 5 つ

の グ ル
ー

プ に分け，
一

般的高齢者の加齢傾向を把握 し

よ うと試み た．

　2．研 究方法

　調査対象は神 奈川県 大和市 の 老 人 ク ラ ブ に 所属す る

健常 高齢者 （高年） の 男子
・
と女子と し．留め 置き法に
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よ り，2000年 5 月
〜6 月 に 凵常着 に 関す る 質問紙調査

を実施 した，有効回答総数は 971名で そ の 内訳 は表 1
に 示す通 りで あ る，回答者 の 属性 に つ い て は，年齢 ・

家族数 ・健康状態 ・外 出 の 主な 目的 （散歩 ・趣味 ・仕

事 ・
買 い 物 ・通 院な ど）・普段着 と外出着の 区別の 項

目を設定 した．本研究の 身体状況 と更衣 しや すい 被服・

要件 の 質問項 目に つ い て は，すで に 81 項目の 中か ら

有効 に 作 用す る項 目を選 定 して い る
2｝

の で ，そ の 24

項目をすべ て取 り上げる こ とに し た ．各項 目ご と に肯

定回答に
“ 1”

を与えて質問項目の平均値を求め ，男
・

女別に相隣る年齢 グル
ー

プ間の差の有意性 の 検定を行

い ，高年 の 加齢特性 を観察 した ．次 い で 多変量解析 を

行い 林の 数量化皿類法を 用 い て 各項 目の 位置 づ けを把

握 した ．

表 L 有効 回答者の年齢 と数

グ ループ　年齢 （歳）　 高年男子 （名）　 高年女子 （名）

60歳 　 60〜64

65歳　　　　65〜69

70 歳　　　　　70〜74

75歳　　　　75〜79

80歳 　 　 80〜

371081329094 46107125120112

合計 461 510

　 3．結果並びに考察

　（1） 回答者 の 属性

　各年齢グ ル
ー

プ男 ・女の平均値 をみ る と，60 歳グ

ル
ー

プ で は 62 歳 8 カ月 ・63歳 2 ヵ月，65歳グ ル
ープ

で は 67 歳 8 ヵ 月 ・67 歳 9 ヵ 月，70 歳グ ル ープ で は

72 歳 5 カ 月 ・72 歳 7 カ 月，75歳グ ループで は 77歳

4 カ 月 ・77歳 6 カ 月，80 歳グル
ー

プで は 83歳 3 カ月 ・

82歳 7 カ月で あ っ た ，

　家族 数に つ い て 男 ・女の 平均値を み る と，60 歳

（以下 グ ル ープ を省略）で は 2，85 人 ・2．58 人．65 歳

で は 2．94 人 ・2．90 人 ，70 歳 で は 3．09 人
・3．14 人 ，

75歳で は 3．24 人
・3．32 人，80歳 で は 3．28 人

・3．49

人 で ，相隣 る年齢間 に は有意な差 は み られ ない もの の ，

男女 と も，年齢 が 若 い ほ ど家族数 は 少な く，核家族化

の 進行が反映され て い ると推察す る，

　健康状態の 回答 「良好 ・
普通

・
あ まりよ くない ・悪

い 」 に は それぞれ
“
4
”

か ら
“
1
”

の 評定尺度値 を与え

た．健康 に つ い て 男 ・女 の 平均値 をみ る と，60 歳 で

は 3．11・3．19，65歳 で は 3．12・3．04，70歳 で は 3．07 ・

2，99，75 歳で は 3．12・2．85，80 歳で は 3．04・2．91 で ，

い ずれ も 3前後 の 値 を示 し，ほ ぼ 普 通 と回答 して い た．

女子の 75歳値は 70 歳値 よ り危険率 5％ で有意に小で

あ っ た．

　外出の 主 な 目的として○ をつ けた項 目に
“ 1”

を与

え て 平均値 をみ る と，い ず れ の 年齢 も散歩が 最 も値 が

大 きく，男子で は 0．85前後，女子では 0．95前後を示

し，ほ と ん ど の 人 が 散歩 を 心掛 け て い る．次 い で 値 の

大 き い 趣味 に つ い て み る と ，男子 で は 0．60 前後 の

値 を 示す が ，女子 で は 60 歳 か ら 80歳 まで 順 に 0．80，

O．78，0．67， ．66，0，63 の 値を示 し，男子よ りさらに

多 くの 人が外出 し趣味 の ため に活動 して い る．女子の

65・70 歳間 で は危険率 5％ で有意 な減少を示 し た．仕

事に つ い て み る と，60 歳か ら 80 歳ま で 順 に ，男子

で は 0．19，0．27，0．29，0．18，0．12の 値を，女子 で は

0、ユ5．O．12，0．09，0．06，0．04 の 値を示 した ．

　普段着 と外 出着 の 区別 に つ い て 平均値 を み る と
， 男

子 で は O．90前後，女子 で は 0．95前後 の 値 を示 し，ほ

とん どの 人 が 普段着 と外出着 を区別 して 生活 して い る．

　〔2〕 各質問項 目の 平均 値 の グル
ープ別比較

　更衣動作 （被服 の 着脱行動） に かかわる身体機能お

よ び更衣 しや すい 日常着 の 被服構造 を知 る た め に，被

服 要件 に 関す る 項 H の 回答 の 平均値に つ い て ，60 歳

か ら 80 歳に至 る加齢変化を観察 した．

　表 2 に は 質問 24項 目の 回答 の 平均値 の 結果を各年

齢グ ル
ープ ご と に 示 した ．年齢グ ル

ー
プの 平均値間 に

有意差 の み られ る項目 に は ア ス テ リ ス ク を付加 し て あ

る ．こ れ に よ る と，項目番号 No．1 「何か に つ か ま っ

て 立 つ 」は男子で は O．11 か ら 0、39 まで漸増する．女

子で は 0．09 か ら 0．63 へ 0．54 も増加 し，相隣る 年齢

の 平均値 間 で 0．1％ 以 下 の 危険率で 有意差 が 認 め ら れ ，

そ の低下が 顕著で ある．こ れ は加齢に伴 う平衡能や筋

力の減衰を示唆する と考えられ る ，なお ，表 2 に示す

回答 の 平均値 は，肯 定回答 に
“1”を与 え て い る こ と

か ら，た とえば，平均値 0．63は 63％が肯定回答 を し

たと考え る こ とが で きる．女子 で は No，12 「立 っ て ソ ッ

ク ス を は く」 は高年に な る と減少傾 向を，No，13 「腰

掛 けて ソ ッ ク ス を は く」 は 加齢 と と もに増加傾向 を示

して い る．ソ ッ ク ス の 更衣は 男女ともに 80歳 では 50

％ 前後が 立 位方式 よ り身体負担 の 少な い 腰掛 け方式 に

変更 して い る．こ の結果は立位保持機能の不安定性の

増大，平衡能 や 筋力 の 減衰 が 反映 さ れ た と考え ら れ る ．

　関節可動域 に か か わ る項 目 に つ い て み る と，No．8

「後ろ 斜 め に予が組 め る」人 は 60 歳 で は 男子 0．34，

8 （364）
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表 2．質問 24 項日 の 平均値 の 相隣 る年齢グ ル
ー

プ間 の 差 の 有意性 の 検定結果 （肯 定 回答 に
“
r
’

を 5一えて 平均 値 算 出 ）
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女子 0．33 に対 し，80歳で は 男子 0．14，女子 023 と　　 ら，男女ともに 80 歳で は 80％ 前後の 人が 後ろ斜め に

減少 し，男女と もに 65 ・70 歳間 で 有意な減少を示 し　　手が組め な くなり，後ろ 開きの もの は
・
人で着 られな

た．肩関節部やその 他 の 上肢帯 の 関節可動域の 減衰か　 　くな る．女子 で は No．14 「T シ ャ ツ が 着脱 しやすい 1
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表 3．48 項 目 と 各年齢男女 の カ テ ゴ リ
ー

ウエ イ ト

略号 項　　目
カ テ ゴ リー

ウ エ イ ト

213374339341947137148012452519751752416

女

3529287031113213

男

3430102244843836264615404227482608503

ワ富
−

窟
）

だ
02

足 首 動 か しに くい

ウ エ ス トゆ る め に

袖 に腕 を通 す 時肩
・
腕痛 む

服 と 同色 ボ タ ン 見分 け に くい

ボ タ ン か け はず し しに くい

指 先 に こ わ ば り

ボ タ ン つ まみ に くい

片方 の 手動か しに くい

ス ナ ッ プ は め に くい

つ か ま り立 つ

更衣面 倒

頸の 後ろで 両手つ か ない

80歳

腰 の 後ろで 両手つ か ない

カ ギ ホ ッ ク 扱 い に くい

腰掛け て ソ ッ ク ス は く

膝痛む

75歳

腰 痛む

細か い もの 見え に くい

立 っ て ソ ッ クス は か ない

後ろ 斜 め に 手組め な い

女子

ウ エ ス トは ゴ ム

前あき着 や すい

T シ ャ ツ 着に くい

70歳

前途中あ き着 や す い

腰 の 後 ろ で 両手 つ く

前途中あ き着 に くい

頸の 後 ろ で 両手つ く

男子

ウ エ ス トゆ る くない

前あき着 に くい

手よ く動 く

足首よく動 く

服 と同 色 ボ タ ン 見 分 け る

袖 に腕 を通 す 時肩
・
腕痛 くない

指先動きや すい

更 衣面 倒 で ない

ウエ ス トはベ ル ト芯

腰掛け て ソ ッ ク ス は か ない

カ ギ ホ ッ ク ら くに 扱 え る

後ろ 斜 め に手 組 め る

ボ タ ン ら くに か け は ず し

ボ タ ン ら くに つ まめ る

T シ ャ ツ 着や すい

ス ナ ッ プ ら くに は め られ る

す ぐ立 て る

細 か い もの 見え る

膝痛 な い

腰痛ない

65歳
60歳

立 っ て ソ ッ ク ス は く

難
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一

が 60 歳 で 0．30，80 歳 で 0．12 を，No．15 「前 あ き上 衣

が着脱 しやす い 」が 60歳で O．46，80歳で 0．56 を示

し，肩関節 口r動域 の 減少で，加齢 とともに かぶ り方式

か ら身体負担 の 少な い 前 あ き方式に変更 して い る．男

子で は，No．　14・No．15 と もに加齢に よ る変化は少 な

い ．

　視覚機能に か か わ る 項 目 に つ い て み る と
，

60 歳 か

ら 60％ 以上 が No．3 「細 か い もの が 見えに くい 」，10

％前後が No．22 「服と同色 の ボ タ ン を見分け に くい 」

と答え，視覚機能 が 低 下 し
，
No．24 「ス ナ ッ プ の 穴 を

目 で確認 しに くい 」 は 60歳 で は 男子 0，17，女子 0．22

で あ る の に ，80 歳 で は 0．42，0．50 と増加 し て お り，

小 さ い 細 か い もの は 扱 い に くくな っ て い る ，

　 手指 の 巧緻 性に か かわ る項 目に つ い て み る と，No．

2 「指先 が こ わば り思 うよ うに 動 か な い 」人 は 60歳 か

ら漸次増加 し，80 歳で は 20％ 前後が支障 を感 じて い

る，No．21 「ボ タ ン をつ まみ に くい と感 じる」 は 60歳
で は男子 0．09，女子 0．20 で あ る の に 80 歳 で は 0。38，
0．37 と 40％弱 の 人が つ まみ に くくな っ て い た，また，

No．20 「ボ タ ン の かけ はず しを大変 と感 じる」 は 60

歳 で は 10％ 前後な の に 80 歳で は 35％前後が大変 と感

じて お り，女 了で は 70・75 歳間で有意差が み ら れ た ．

　 ボ タ ン の かけはず しをで きる だけ自立 さ せ る に は扱

い や す い ボ タ ンへ 改善する必要 が ある，著者 は，高齢

者 の ボ タ ン の か けはずし所要時間 お よ び手指 の 巧緻性

の 指標 と考えられ る タ ッ ピン グ数 筋力の 指標 と考え

られ る握力 につ い て測 定を行 っ た
11
．直径 2．Ocm の

ボ タ ン よ り，1．2　cm の 小 さ い ボ タ ン の 方が，ボ タ ン

か け所要時間 と タ ッ ピン グ 数 ・握力 とは相 関が 高か っ

た，こ の こ とか ら，握力や巧緻性が 低下 し た高齢者で

は対 策 として ，平た くつ まみ や すい 直径 2cm の 大 き

め の 丸形 ボ タ ン に つ けか え る 必要 が あ る こ と を 指摘
u

して い る，しつ け服設計 の ための 幼児を対象と したボ

タ ン の か けはず し実験 で も同様 の 結果
4 ．

が 得 られ ，さ

らに ，服か ら 目立 つ 色の ボ タ ン が 有意 に 扱 い や す く，

ボ タ ン ホ
ー

ル をや や大きめ に した場合 もか けは ず しが

有意 に行い や す い 結果 が報告
H ：

さ れ て い る，こ の 点 に

つ い て はユ ニ バ ーサ ル デ ザ イ ン の 観点か ら 高齢者 に も

適用 で きる と考え る．No，23 「カ ギ ホ ッ クが扱 い に く

い 」で は女子が 60 歳で は 0．35，80 歳 で は 0．52 と 増

加 し，65 ・70 歳 間で 有意差 が み られ る．女子で は加

齢 と と もに 扱 い に くくな る 傾向 を示す，男子で は い ず

れ の 年齢 もほ ぼ 0．20前後 の 値 を示 して い る ．こ れ は ，

男子服 で は カ ギ ホ ッ クがあ ま り使われ て い な い ため で

10 （366）
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は な い か と思 わ れ る．

　No．18 「ウ エ ス トは ゴ ム が よ い 」 は 60歳 で は 男子 O．

50，女 1−　O．67で あ るの に，80歳 で は男子 0．68，女子

0．95 と増加 し，ウ エ ス ト部分 で の 圧迫 は ス ト レ ス と

な り
51
男女 とも に T 加齢に伴い 身体負荷の少ない ，着

心地 よ く快適 なもの へ 好み が大 きく変化し て い た，

　25％ 前後の 人 が 80 歳で は ，No．19 「衣 服 の 着脱 を

面倒に感 じる」の で ，こ の年齢で は 自立維持の た め に，

面倒に な らな い 対策を講 じ る 必要が ある，

　以上 5歳 の 年齢間隔 で 検討 した と こ ろ，加齢 に 伴 う

機能 の 減衰 に 対応 し，更衣 しやす い 被服 の 要件は徐 々

に 変化 し て い た．身体負荷 の 少な い 被服構造 や 着装法

を好む傾向が 生 じ，女子で そ の傾向は よ り大きい こ と

が 明 らか とな っ た ，そ こ で 次 に 多変量解析の 林の 数量

化 皿 類法 を 用 い て 加齢変化 に つ い て 検討す る．

　13） 林 の 数量化 皿類 に よる
’‘
身体状況 と更衣 しやす

　　　 い 被服要件
”

の 検討

　更衣動作に かかわる質問 の 回答 48項 目の カ テ ゴ リー

を設定 し
21，
，こ れ らの 項目を測定空間の 中で位 置づ け

て ，そ れ ら の 位置関係 を 明瞭 に し，高年 の 反応特性 や

年齢 グ ループ ・男女 に よ る相違 な ど につ い て観察 し軸

を検出 した ，図 1 は 横軸 に 1軸 を，縦軸 に ll軸 を と り

各項 目の カ テ ゴ リーウ エ イ トをプ ロ ッ ト し たもの で あ

る ，こ れ に よ る と，48 項目は U 字型 に分布す る こ と

が 観察 され る．こ の こ とは 各項目が
一
次元 に位置づ け

られ ると解釈 され
5 ：T ．

身体機能 の 低下 の 度 合 い が 1軸

の カ テ ゴ リ
ー

ウエ イ トに よ り順番 づ け られる
S ］

こ とが

判明 し た．そ こ で ，表 3 に 48 項 目 の カ テ ゴ リーと各

年齢並び に男女グ ループの カ テ ゴ リーウ エ イ トの 算出

結果 を示 した．なお，図 1 の 中 の 略号 は表 3 に 示 され

た もの で あ る．表 3 に よ る と，70 歳 まで は 問題な く

更衣 して お り，男子は こ の 中 に 位置 づ けられ，70歳 ・

75 歳 の 問 に 位 置す る 女 子よ り機 能 の 減衰 が 少な い ．

70 歳を過 ぎる とか ぶ り式の T シ ャ ツ が 着に くく前あ

きが扱い や す くな り，70 歳か ら 75 歳の 間で ，「ウ エ

ス トは ゴ ム 」 が 好 ま れ ，「細 か い も の が 見 え に く い 」

や 「腰 が痛む」など支障が 生 じ て い る．また，身体の

立 位保持 が 不安定 と な り，ソ ッ ク ス は立 っ て は か な い

方式に 変更す る．70 歳以 降女 了で 更衣 しやす い 被服

へ の 配慮が少 し必 要 と な る．75 歳か ら 80 歳 の 問 に ，

「膝が痛 む」・「腰掛 けて ソ ッ ク ス をは く」・「カ ギホ ッ

ク が扱 い に い 」な ど の 項目が挙げ られ，「腰の 後で 両

手がつ かな い 」状況に な る と，身八 つ 口 か ら手を 入 れ

て背中の お端折を整える こ とが むずか し くなり，和服
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図 1．身体状況と更衣動作の 各カ テ ゴ リー布置

の 帯が後 で 結 べ な くな る ．和服を二 部形式 に，帯 を軽

装方式 に す る な ど工 夫す る 必 要があ る ．特 に 80歳 以

降は，「更衣が面倒 」に な り 「指先 に こ わば りト 「ボ

タ ンつ まみ に くい 」・「服 と同色 ボ タ ン が見分け に くい 」

な ど多 くの 問題 が 生 じ る．こ れ ら の 対策 と して 80 歳

以 降 ， 外見 上 は 普通 に 見 え る が ，細 部 で 扱 い や す く工

夫 された衣服 の 提供が必要 と な る こ と が 明 らか に な っ

た．自立 を維持す る た め に は ，面 フ ァ ス ナ
ー （マ ジ ッ

ク テープ）などの 装着具を用 い て着勝手 ・脱 ぎ勝手 の

よい 被服を提供す る こ とも必要 となる．「ウエ ス トを

ゆ る め に 」 身体負担 の 少 な い もの を好 み ，「つ か まり

立つ 」物 の あ る環境の 整備や 「足 首を動か しに くい 」

こ とへ の 安全対策 も大変重要で あ る ，カ テ ゴ リ
ー

ウ エ

イ トの 最大値 は 「足首を動か し に くい 」の 3．555で あっ

た．ヒ ト本来 の 特性 で あ る 直立 2 足歩行 を柔軟 に 行 う

に は，足首 を運動器 と して 稼動 させ る 距腿関節 の 可動

域が必 要で あ る ．
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　 4 ．ま　と め

　 高齢 者 の身体状況の加齢変化 とそ れ ら に 対応 した被

服 の 改 善要件 を考え る ため の 基礎データ を得る こ と を

目的 と し，健常 な高年男女を対象に 日常着 に か か わ る

質問紙調査を実施 し た．得られた有効回答 971名を男

女別 に 60歳か ら 5歳間隔 で ，60 歳，65 歳，70歳，75

歳，80歳 グ ル ープ に 分 け ，24 項 目 の 回答の 平均値か

ら加齢変化を観察，48 の カ テ ゴ リ
ー

を用 い て 林の 数

量化皿類法で解析 した，主な結果 は つ ぎの 通 りで あ る，

　 〔1） 回答 の 平均値検討

　 1）　「何 かにつ か まっ て 立 つ 」は女子で加齢変化が

顕著 で ，80 歳 で は 男女 とも に ソ ッ ク ス を 腰掛 け て は

く人 が 50％前後を占めた．平衡能 ・筋力減衰 の 反映

と考 えられる．

　2）　「後 ろ斜め に手が 組 め る 」 は 加齢と と もに減少，

80 歳 で は 80％前後の 人が 後ろ あ きは 着 られな くなる．

男女 ともに 上肢帯 の 関節可動域 の 狭 まりが影響 し，か

ぶ り式 より前あ き式が 女子 で 利用 され て い る．

　 3）　 60歳 で も視覚機 能 の 低 下か ら 60％ 以上が 「細

か い もの が 見え に くい 」，80歳 で は 45％ 前後の 人が

「ス ナ ッ プ の 穴 が 確認 しに くい 」と回答 した ．

　4） 巧緻性や筋力 の 低下から 「ボ タ ン の かけはず し

が 大変」や 「ボ タン をつ まみ に くい 」 と 80 歳で は 40

％ 弱 の 人 が 回答 した ．

　5）　「ウ エ ス トは ゴ ム が よ い 」 は 80歳で は 男子 が

68％，女子が 95％ と高値を示 し，身体負担 の 少な い

快適 で 着心地 の よい もの へ 好み が変化 して い た．

　6）　25％前後の 人が 80 歳で は 「更衣 を面倒」 と感

じて い た．

　（2） 数量化皿 類に よ る検討

　ユ）　 1軸 （横） と且軸 （縦 ）に 48 の カ テ ゴ リーを

プ ロ ッ ト し た と こ ろ ，U 字型 の 分 布が 認め ら れ た こ

と か ら，身体機能の低下 の度合い が 1軸の カ テ ゴ リ
ー

ウ エ イ トに よ り順番づ けられ る，こ の 基準で は ，よ り

高齢 なグル
ー

プ ほ ど，高 い ス コ ア を持 つ ．

　2）　 70歳 まで は 更衣 に 問題 はな く男子は こ の 中 に

位置 づ けられるが，女子は 70 歳と 75歳間に あり，男

子 よ り機能の 減衰が大 きい ．

　3） 70歳 を過 ぎる と，か ぶ り式よ り前あきが 着 や

す くな り，後ろあきは手が 届か な くな る．細か い もの

が 見 に く く，立 っ て ソ ッ ク ス を は か な い な ど，機能 の

減衰 に対応 して い る ．ウエ ス トは 圧迫の 少ない ゴ ム を

好 む．

　4） 75 歳 を過 ぎる と ソ ッ ク ス は 腰掛 け て は くよう

に な り，カ ギ ホ ッ ク が扱 い に くく腰 の 後 ろ に手 が回ら

な くな る．

　5）　80 歳以 降，頸 の 後ろ で 手 が つ か な い ，ボ タ ン

や ス ナ ッ プの取 り扱 い が大変 とな り，ウ エ ス トが ゆ る

めなど，身体負担の な い 着心地 の よい もの を好み，更

衣する の を面倒 に 感 じる など，自立維持の た め に は，

80 歳以 上 を ター
ゲ ッ トに更衣 しやす い 被服設計が必

要 で あ る ，

　6）　健常 な
一

般高齢者の 加齢に伴う機能低下 に対応

す る高齢者服設計 の指標と して，今回得られ た カ テ ゴ

リ
ー

ウエ イ トに よる順番づ けは大変有効な資料とな り

得 る と考え る．

　本調査 に ご理解 とご助力を い た だ きました神奈川県

大和市役所福祉課お よび老人 ク ラ ブ の 関係諸氏に深謝

し，調査に快 くご協力 くだ さい ま した会員の皆様に心

よ りお 礼 を 申 し上 げ ます ．ま た，温 か い お 導 き を賜 り

ました故 ・
林知 己夫先生 に対 し，こ こ に謹ん で感謝の

意 を表 します、こ の 調査 は平成 11〜13 年度科学研 究

費補助金　基盤研究 （C）・（2）課題 番号 11835045に よ っ

て 行 わ れた もの で あ る．
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