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　To 　clarify　the　influence　of　clothing 　qllallT．ity　on 　the　oral 　temperature ，　skin 　telnperature ，　c】othing 　cli−

ma しe　and 　clething 　pressure 　of 　elderly 　wolnen ，　SOIne 　wearirlg 　tests　were 　conduc 匸ed しLSing 　l　3　eldedy
wonlen 　and 　I　5　youllg 　wolllen 　as　subjects 　ill　summer 　and 　wimer ．　Tlle　measured 　values 　of 　the 　el（lerly

women 　were 　cornpared 　wtth 　those 　of 　the　young 　womcn ．　There 　was 　a　tendency　of 　heavy 　dressing　in

the　upper 　garments　of　the　elderly 　women 　in　surnmer 　and 　in　thc　lower　garmentsin 　w
’inter．　The 　differ−

ence 　in℃he　skin 　temperature　of　the　periphera 上parts　of　thc　f（〕ot　or 　hand　of　the 　elderly 　wolnen 　betwcen

summer 　and 　winter 　was 　larger　tbaluhatin 　the　young 　women ．　The 　skimemper 訓ure 　of　the　peripheral
parts 〔，f　the 　foot　and 　hand 　of　the　elderly　 wo1nell 　was 　quite　low　il｝ winter ．　The 　posi［ive　correlation 　be−

tween 　the　clothing 　quantity 　 and 　the　skin 〔emperature 　of 　the　young 　wolnen 　ill　xvintcr 　was 　signif ［can し

statisticatiy ，　but　it　was 　not 　sign げicant　in　the　elderly 　w 〔，men ．　The 　cEothing 　pressurc　during　activities

was 　high　in　the 　elder 玉y　women ，　so 　it　was 　considered 　lhat　restraint 　by　c1（〕thiiig　is　a　ser ［ous 　problern ．　In
the　y   ung 　w 〔，1nen ，　the　positive　corrclation 　be重、L　eell 重he　clothing 　weigh 匸 and 　the　clothing 　pressure 　was

signi『icanL，　butiしwas 　n 〔｝t　slgni 且callt 　in　the　e｝derly　women ．　Tlle　positive　correlations 　between　the　cloth−
ing　quantity 　and 　the　subjective 　evaluatk 〕n 〔thermal ，　easy τo　move 、　and 　weight 　restrictiens 　of　clothing ）

were 　signiilcant 　ir】 the　youllg 　w 〔♪nlen ，　but　they 　were 　not 　significant　in　the　e］der｝y 　women ．　It　was 　sug −

ges匸ed　that　there　is　a　serbus 　problem 　wbeIl 　elderly 　women 　ch 〔〕ose 　whaUo 　wear 　based　solely 　on 　their

subjecUve 　fcelin9．
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　 1．緒 　 　言

　
」
卜成 ユ5 年度簡易生命表

ビ
に よ る と，日本人 の 平均

寿命は，女 性が 85．33歳，男性が 78．36 歳で あ り，世

界
一

の 長寿国 とな っ て い る．高齢者 人 口 が 急増 す る 中

で，高齢者が 自立 して 心身共 に 曹：か な生 活 を 実現す る

ため に は，健全 な衣生 活が 重要 な 課題 の
一
つ と な る ．

　高齢者の 衣服 に 関す る研 究 に つ い て は ，高齢者 の 体

型変化に着 目 した体型測定や衣服原型 に 関す る もの が

多い （文献 2）3）な ど ）．また，身体機能の 低下 に伴

う着
．
脱性 に 着日 し た もの （文献 4）　・一一　9）な ど）．着装

行動 に 関 す る も の
1，”b 亅δ．

が 多くみ ら れ る． しか し，高

齢者 の 体温調節機能 と 着衣 と の 関係 に 関す る研究は少

な い よ うに 思 わ れ る
1．）．高齢者 が 健康 で 快適 な 衣生 活

を遂行す る た め に は，加齢に伴う体温調節機能の 低下

を踏 まえた着装方法 ならび に 衣服設計 を行う必要が あ

る ．

　そ こ で 本研究で は，女性高齢者の 着衣 と体温調節機

能 との 関係を明ら か にす る た め に，若年者 で あ る 女子

大学生 を比較対照 と し て ，夏 季お よ び冬季 に おけ る高

齢者の 着衣量が 口腔温，皮膚温，衣服内温湿度に及ぼ
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す影響を明 ら か に した，また，高齢者の 着衣状況が身

体拘束に 及 ぼす影響を検討する ため に，肩お よび上腕

に お け る 衣服圧 を測定し，高齢者着衣 の 問題 点を指摘

した．

　2．実験方法

　（1〕 被 験 者

　年齢 65〜80 歳 （68．9± 5．6 歳）の 女性高齢 者 13名

を被験 者 として 用 い た ．比較対照 として の 若年者に は

年齢 20〜27歳 （21．5± L7 歳）の 女子大学生 15 名を

用 い た．被験者 の 身体的特性 をTable ユ に 示す．高齢

者は ，若年者 に 比べ て ，身長が約 7cm 低か っ た が 体

重 は ほ ぼ同程度で あ っ た．

　〔2） 実験期間 と実験環境

　夏 季実験 は 平成 15年 8 月と し，冷房下 を想定 した

温度 26℃，湿度 48％ RH の 人工 気象室内 で ，冬季実

験は平成 15 年 11月下旬 〜12 月中旬 と し，暖房下 を

想定 し た温度 23℃，湿度 50％ RH の 人工 気象室内で

行 っ た．

　（3） 着衣条件

　被験者自身が 日常着用 して い る 衣服の 中 で，実験 を

行 う各時期 に ふ さわ し い と思 う外出着を着用 して 実験

に 臨んだ，

　（4） 測定項 目 と測定手川頁

　は じめ に，実験 N の 着衣 を 調べ （外 衣 と 中間衣 に つ

い て は験者自身が見 て 記録 し，内衣 につ い て は 聞 き取

りを 行 っ た ）．そ の 後，各種 セ ン サ
ー

を取 り付 け，実

験開始 30分前よ り椅座安静を保たせ ，そ の 後，口 腔

温，皮膚温，衣服内温湿度を 10分間測定 した，口 腔

温お よ び皮膚温 は 測定精度 ± 0．1℃ の 熱 竃 対 型 セ ン サ
ー

を用 い ，イ ン ターバ ル 2秒 で 測定 した ，皮膚温 の 測定

部位は胸部，左手拇指 （手指），下腿，左足拇趾 （足

指）の 4 点 と した，衣服内温湿度の 測定は，背部 と し
，

測定精度± 0，5℃，2％ RH の 温湿度 グ ロ ー
ブ （神栄

  製）を用 い て イン タ
ー

バ ル 2秒で 行 っ た．

　 衣服圧 は，肩 （サ イ ドネ ッ ク ポ イ ン トよ り2cm 肩

先側）お よび上腕 （肩先点よ りヒ腕外側 10cm 下方）

の 2 箇所 で ，2cm φの エ ア パ ッ ク セ ン サ ー （AMI 社

製）を用 い て ，正立位時お よ び動作時に つ い て イ ン タ
ー

バ ル を 1秒 と して測定 した．動作は，日常の 上肢の動

きを想定 し，高齢者に お い て は 各自の 可動域内で無理

の ない 程度に 前方か らの 上挙 と側方 からの 上挙 を行 っ

た．

　また，「温熱感」，「動 きや す さ感」，「重量感」 の 3

項目を 5段階で 主観評価 させ た．上衣 で は 「肩 こ り感」

の 評価を加 え，点数が高い ほど 「暑 い 」「動 きに くい 」

「重 い 」「肩が こ っ て い る」 と し た．

　なお，食事 に よ る体温変動 を で きる だけ少な くする

た め に，実験 は食後 2 時間以 上 経過後に 行 っ た．

　2．結果お よび考察

　〔1） 着衣状況

　着衣状況 （衣服枚数，着衣重量，保温性の 指標で あ

る clo 値） をTable　2 に 示す．高齢者 と若年者 との 間

の平均値 の 差 の 検定は，対応 の ない ’検定を用 い ，p

く O、01 の 場合に は＊＊ ，p＜0．05の 場 合 に は ＊ を高齢 者

の欄に付記 した．着衣重量 は，文献値 よ り引用 した各

衣服 の 代 表的 な重91H）1／1
’
1

の 総和 と し，　 clO 値に つ い て

も文献値よ り引用 した単品衣 服の代表値
’h
．−Z°／

の 総和

を以下 の 式 に 代 入 して 重ね着 の 場合の c］o 値を算出 し

だ
1’．

　　　　　　　　Y；0．828X十 〇，013　　　　　　　　　　（1）

　こ こ で ，x は単品衣服 の clo 値 の 総和，　 Y は 重 ね着

の場合の clo 値で あ る．

　夏季に お い て は，若年者で キ ャ ミ ソ
ー

ル や タ ン ク トッ

プ ・T シ ャ ツ 着用 が 多 い の に 対 し て ，高齢者 で は 袖

つ きの 肌 シ ャ ツ や ブ ラ ウ ス着用 が多か っ たため に，両

者 の 上衣枚数 に 有意差は な か っ たが ，着衣重量お よび

clo 値で 高齢者 の 力 が 有意 に 大 きか っ た，下 衣 で は高

齢者で長ズ ロ
ー

ス や ガ ー
ドル な ど の 重ね履 きが み ら れ，

衣服枚数 は有意 に多か っ た が ，若年者 で ジー
ン ズ な ど

の 重量 の 大 きい ズ ボ ン 着用が多か っ たため，両者間 の

着衣重量 お よ び clO 値 に有意差 は み られなか っ た，し

か し， L下合計 で は，高齢者が若年者に 比べ て O．7枚 ，

0．09clo有意 に多く着用 して い た ．

　また，冬季 で は，枚数 重量 お よ び clo 値の い ずれ

Table　1．　Subjects

Subject　 Nu 【nber 　of 　sub ．　　 AgeHeight （cm ）　 Weight （kg＞　 Body 　fat（％ ） BMI

YoungElder

］y

一
b311 21，5± 1．7　　　160．1± 4，2

68．9± 5．6　　　153．2± 4．149

．2土 6．7

49，9 ：ヒ6．3

Zl，7± 4．8

23．9± 4．1

19、2± 2．2

21．3± 14．1

4D （110）
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Table　2．　Clothing

Number 　of 　clothes Clothing　weight αovalue
Item

Young Elderly Young Elderly Young Elderly

　 Top 　　　　 2．7土 0．6　　3．0± 0．6

s　 Bottom 　　　2．1± 0．3　　2．5± 0，5＊

　 Total　　　 4．8士 0．7　　5．5± 0．6i＊

163．5± 37，9

374．6」： 134，4
538．1± 140．8

217．O± 41．O“＊　　　0，19± O．07　　0，28± 0．09＊＊

372．5± 137．7　　　　0．17± 0．04　　0．17± 0．05
589．5± 工53．3　　　　0，35± 0．09　　0，44± 0．11串

　　Top 　　　 3．5± O．6　 3．3上 0．6

W 　　Bott．orn 　　　　2．0± 0．0　　　3．0± 0．4ホ串

　 　Total　　　 5．5士 0．5　　6．4土 O．8ii

352．7：ヒ113．6
465．0± 0．00

817，7± 1ユ3．6

393．6± 86．6　　　　　0．43 ± 0．14　　0．49 ± 0．10

547．6± 30．5ホ串　　　O．20± O．OO　　O．2・1± 0，03累＊

94L2 ± 81．9ホ卓　　　0．61± 0，14　　0．73± 0．08＊

S：Summer ，“T
：、Vinter．＊p ＜  ．05，

”
p 〈 0．01．
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Fig，1．　 Subjective　fceling

に おい て も両者の E衣問 に有意差はみ られなか っ たが ，

下衣お よ び ヒ ト
．
合計で有意差が み られた，こ れ は，若

年者全員が 下着 と して シ ョ
ー

ツ 1枚の み を着用 して い

た の に 対し，高齢者は シ ョ
ー

ツ あ る い は ズ ロ
ー

ス に加

え，ヨ 分丈 の ズ ボ ン ドや ガ ードル 着用 が 多か っ た た め

で あ る ．冬季 の 上下合計 で は，高齢 者の 方が ，0，9枚，

123．5g，0．12cb 有意 に多 く着用 して い た ．

　 1：2
’
1／　 i”en評価

　温熱感 動作 の しや す さ，重 串感 ，肩 こ り感 に つ い

て の 主観評価結 果をFig，1 に 示す．温熱感 に つ い て は，

各季節にあっ た着衣で実験に臨ん で い る の で ，季節や

上衣 ・
下衣問 わ ず に Ft］グ ル ープとも評価点は ほ ぼ 3 点

（ち ょ う ど 良 い ） 前後 で あ っ た が ，若年者 の ド衣 で は

冬季に有意に寒い と回答 した，こ れ は，前述 の よ うに，

冬季に お い て も若年者 で は 下衣 の 下着が シ ョ
ー

ツ 1枚

の み で あ っ た こ とに 巾来し，や や 寒い と感 じて は い る

もの の ，重ね履 き し ない とい う実態が浮 き彫 りに な・
っ

た ．逆に ，重ね履 き して い る 高齢者が若年者に 比べ 有

意に軽 い と評価 して い る点は ，興味深い ．そ の 他の項

冖に つ い て は ほ ぼ 2 点台で ，普通 よ りもやや動 きやす

くT 軽 く，肩 こ り感 もない と評価 され た．肩 こ り感 に

つ い て は ，非常 に 個入差が大 きい ab　tt，若年者 に 比べ て

高齢者 で 夏 冬 とも評価点が低 く，特 に 夏季 で 若年者 よ

り約 3 割重 い 衣服を着用して い た高齢者で 有意に肩 こ

り感が な い と計価 された．他 の 項口 で は．年齢差は ほ

とん ど み られ な か っ た．

UEIJ 4上
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　〔3） 着衣状 況 と温熱性

　1＞ 口腔温，各部皮膚温お よ び衣服内温湿度

　結果 をFig．2 に 示す。夏季か ら冬季に か け て の 皮膚

温変化 は，体幹部で 小 さ く， 身体末梢部 で 大 きい こ と

が知 られ て い る．しか し， 本実験 で は，実験環境 温が

夏冬で 3℃ しか変 わらなか っ たため，皮膚温 の 季節差

は顕著で なか っ た，それ に もかかわらず，手足末梢部

である手指，足指皮膚温の低下は大 きく，若年者で は

足指皮膚温で，高齢者で は手指，足指皮膚温 ともに有

意に低下 した．特に，高齢者の 冬季 の 足指温 は ，夏季

より約 4℃低か っ た．胸部温 で は季節差は 小 さい もの

の ，環境温 の 高 い 夏季 で や や高 い 傾 向がみ られ た ，し

か し，夏季で は高齢者の胸部温が若年者に比 べ て約 1

℃有意 に低か っ た．こ れは，冬季に は重ね着や 密 閉型

の 衣服 が 多い た め ，環境温 の 影響 を受け に くい の に 比

べ ，薄着で 開口の 大きい 衣服を着用する夏季で は環境

温 の 影響を受けやすい た め と考えら れ る，こ の よ うな

夏季で の 高齢者 の 体幹温度 の 低下 は
， 夏季 の 冷房室内

で の 高齢者着衣 に対す る配慮 の 必 要性 を示唆 して い る．

また，下 腿皮膚温 は若年者で 有意 に低下 したが，高齢

者で は夏冬の差は なか っ た，逆に，若年者の ト
．
腿温よ

り ユ℃ 有意に 高か っ た ，こ れ に つ い て は ，現時点で は

不明 で あ る が ，別鞭
21

の 実験結果 か ら
， 冬季の 靴 下 の

n ゴ ム 圧 の 強 さに依存する と こ ろ が大 きい と推 察 され

た．なお，口 腔温 に つ い て は，季節 差や年齢差 はみ ら

れなか っ た．

　衣服内温度で は，両者間に有意差 はみ られなか っ た

が，夏季の 高齢者の 衣服内温度が若年者に比べ て高か っ

た．こ れ は，高齢者 の 上衣 の 重量 お よ び clO 値が 高 く，

着衣の 保温性が大 きか っ た こ と に よ る と考え られ ，冬

季に お い て 両者の 上 衣の保温性が ほ ぼ 同様で あり，衣

服 内温度 が ほ ぼ 同様 で あ る こ と か ら も裏付 け ら れ る，

すな わ ち ， 衣服 内温度 は 着衣量 と 相関性 をも っ て お り，

前 述 の 胸部温 の 結果 とは相 関性が ない こ とがわか っ た．

こ の こ とは ，胸部温が着衣量 の み で な く，代謝量お よ

び身体組織の熱伝導 と深 く関係 して い る ため と考えら

れ る．

　衣服内湿度に つ い て は ，季節差が 大きく，当然の こ

とながら夏季で 高か っ た ．冬季で は，高齢者は若年者

に 比べ 有意に 低 い こ とが わ か っ た．

　 2） 着衣状況 と口 腔温 ・皮膚温 ・衣服内温湿度 との

　　　関係

　着衣状況と各部の 温度お よ び衣服内温湿度との 関係

を検討する ため に相関分析を行 っ た ，結果 をTable　3

に 示す， ド衣 に つ い て は若年者全員が シ ョ
ー

ツ とズ ボ

ン で 同様 で あ っ た た め
， 分析 が 不可能 で あ り，

上 衣 と

上下合計 は 同
一

の 値 とな っ て い る，なお，着衣状況 は，

保温性 の 指標 とな る 重量 と cto 値 と し た．

　 まず若年者に つ い て み て み る と，夏季にお い て は ド

腿皮膚温 と着衣上 下合計重量との 間 に 正 の有意な相関

が み ら れ る が ，そ の 他 の 関係 は み ら れ な い ．しか し
，

冬季 で は 胸 ，手指皮膚 温 と上衣重量 ．clo 値 と の 間 に

IEの 有意な相 関がみ られ，保温性 の 高い 着衣 を して い

る被験者ほ ど皮膚温が高 い 傾向が み られた，また，衣

服内温度に つ い て もわずか に有意 で はなか っ たが，着

衣 の 保温性が高い ほ ど高 くな る傾向が み られた，

39
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　　　　Fig．2．　 Oral　and 　skin 　temperature
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　 こ れ に対 して ，高齢者 で は
， 夏季 に お い て 上衣 と胸 ，

下腿皮膚温 との 間 に 負 の ，衣服内湿度 との 間 に 正 の 有

意な相関 が み ら れ た、こ れは，保温性 の 高 い 衣服 を着

用 した高齢者ほ ど発汗の ため に皮膚温が低
．．
ドしたの で

は な い か と推察さ れ る．また，逆に 冬季で は着衣 との

相 関が 全 くみ ら れ ず，着衣 軍：と各部 の 皮膚 温 との 相関

係数が 若年者 に 比 べ て 全体的 に低か っ た ．こ れ は，高

齢者 の 生理機能 の 個人差が 大きい た め と考えられ，着

衣状況が皮膚温 に 直接 的 に 影響せ ず，着衣 を多 くして

も皮膚温 の 低い 高齢者が い る こ とを示唆する もの で あ

る ．すなわち，着衣 と皮膚温 との 関 係 が 全 くみ られ な
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　 Fig．3．　 C上othing 　temperature　and 　 humidity

い こ と は
， 大きな問題点 の

・つ で ある と考えられ る ．

　 なお，凵 腔温 に つ い て は，深部温 で あ る こ と，実験

環境 が中温域 で あ っ た こ とか ら，着衣 との 関係は み ら

れなか っ た．

　3） 着衣状況 と温熱感評価 との 関係

　 着 衣 状況 と温 熱感評価 と の 相 関係数 をTable　4 に 示

す．若年者で は ， E衣 の 着衣状 況 と ヒ衣部分 の 温熱感，

また 下衣 の 着衣状況 と下衣部分 の 温熱感 との 問 に 正 の

有意な相 関がみ られ，保温性 の 大 きい 着衣ほ ど暑い ま

たは暖 か い と感 じる 傾向が み られた．しか し，高齢者

で は ，上 衣の 着衣状況 が 夏季 の 上衣 お よ び下 衣部分 の

温熱感 と正 の 相関 が み ら れ た ．すな わ ち，夏季に 上 衣

を多く着用する ほ ど暑い と感 じて い る が，冬季お よ び

下衣 の 着衣状況 と温熱感 と の 問 の 関係は み ら れ なか っ

た．高齢者 に お い て は特 に冬季 の 下衣 で着衣量が増加

す る 傾 向がみ られたが，着衣 量が増加 して も必ず しも

暖か い とは感 じて い ない こ とが 伺わ れ る ．

　 1：4：1 着衣 に よる 身体拘束性

　 1） 肩お よ び上腕部の 衣服圧

　了F立位時お よ び E挙時 の 衣服圧 の 結果 をFig．4 に 示

す、 L肢動作時の 値 は，前方か らの ヒ挙 と側方か らの

上挙 の 平均 値 と した．肩 で は 着衣重量が大 きくなる 冬

季で 衣服圧が高 く，また，正立位時に比 べ て 上挙時で

Table　3， Correlation　coefficients 　of　clothing 　to　oral　and 　skin 　temperature 　and 　clothing 　temperature 　and 　humid −

ity

Young Elderly
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Table　4．　Correlation　coefficients 　of 　clothing 　to　temperature

Young Elderly

Thermal

sensation

TOP Bottom Tota1 TOP Bottom Total

　 　 　 　 Clo
Weight
　 　 　 　 value

　 　 　 　 Clo
Weight
　 　 　 　 value
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　 　 　 Weight
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　　　　　　　 　 Fig．4．　Clothing　pressure

衣服圧が高い 傾向が み られた．特に冬季高齢者 の E挙

時で は約 2kPa の 高い 衣服圧 が 発牛す る こ とが わか っ

た ．また ，上腕部に お い て も上挙時に若年者 の 2 倍程

度 の 衣服圧 が 発 生 し，衣服 に よ る拘束が 大きい こ とが

わ か っ た ．こ の 高 い 衣服圧が高齢者 の 身体拘束性 に 繋

が り，可動 範囲を狭 くして い る こ とが懸念さ れ た ．

　2） 着衣状況 と衣服圧 との 関係

　着衣状況と衣服圧 と の 間で 相関分析を行っ た ．結果

を Table　5 に示す．若年者で は夏季で み られ なか っ た

が ，着衣量が多くなる冬季に お い て は衣服重量 と衣服

圧 との 間 に有意 な正 の 相 関がみられた，高齢 者 で は，

夏冬 と もに相 関 は み られ なか っ た．高齢者 の 衣服 の 形

状に は タ イ トな もの が み られ，着衣重量 や枚数以上 に

衣服形状が 衣服圧 に寄与して い る ため と推察された．

　3） 着衣状況 と k 観評価 との 関係

　若年者で は 上 衣の着衣重量や枚数が 多 くなる ほ ど動

作 が しに くい ，重 い と評価 した が ，高齢者で は逆に負

の 相関を示すな ど着衣状況 を 的確 に 評価 で きて い な い

とい う実態が明 らかとな っ た．
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Table 　 5． Correiation　 coefficients 　of 　number 　and 　weight 　of　clothing 　to

clothing 　Pressure

Young Elderly

Clothin9P
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s ＊
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　4．結　　語

　女性高齢者の 着衣状況 とL」腔温，皮膚温，衣服圧 と

の 関係 を検討 し，以 ドの こ と が 明 ら か と な っ た ．

　高齢者 は若年者 に 比 べ ，夏季 は上衣，冬季 は 下衣 に

お い て 厚着 の 傾 向がみ られ た ．千足末梢部 に おけ る 夏

季と冬季の 皮膚温差 は高齢者で 大 きく，特に冬季の 手

足皮膚温 が 低い こ とが わか っ た，また，若年者で は 冬

季で 着衣状況と皮膚温 との 問に 正の 相関がみ られたが，

高齢者 で は み られなか っ た．動作時 の 衣服圧 は高齢 者

で 高 く，衣服 に よ る拘束 が 問題点 と して あげ ら れ た ，

若年者で は 衣服 重量 と衣服 圧 と の 間 に IF．の 相関 が み ら

れたが，高齢者 で はみ られ なか t ・ た．また，衣服圧 を

圧感覚 として 的確に捉 え に くい こ とも明 らか とな っ た．

若年者 で は着衣 状況 とギ観評価 （温熱感 ，動 きや す さ，

重量感）との 間 に有意な止 の相関が み ら れ たが ，高齢

者で は み られ ず，高齢者 の 主観評価だけに頼 っ た 着衣

に は 問題が あ る こ とが 示唆され た ．

　 なお，本研 究 の
一

部 は ，平成 14一ユ6年 度科学研 究

費補助金 曝 盤研究 （B 〕研究代表者伊 藤紀子）の 補

助 に よ り行 っ た．
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