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　 は じ め に

　 日本で洋服が 日常的に着 られ る ように な っ たの は，

第 2次 世界大戦以 降で あ り，既製服 が 利用 され は じ め

た の は 1960年代以降の こ と で ある ．洋服 は そ れ ま で

の 和服 に 比 べ て 活動的 で ある
一

方，デ ザ イ ン が 多様 で ，

ひ と り
一

人 の 体 の 大 きさや形 に合わ せ る 必 要 もあ り，

家庭で つ くる に は 難 しか っ た．そ の こ とが 既製服の 利

用を促進 した
一

因と も考えら れ る ．お茶 の 水女子大学

名誉教授柳澤澄子博士 は早 くか ら着衣基体 と して の 人

体形 態把 握 の 重 要性 に 着 目 し，研 究 を進 め て い た

1 ）
−3）．一

方社会で は 既製服が 発達す る に つ れ て 科学

的根拠 に基づ い た 既製 衣料サ イ ズ の 設定が 求め ら れ て

い た ．当時 の 通 商産業省工 業技術 院は 国 の 予算で ，

1965〜ユ967年の 3 力年に わた り，「既製衣料等 の 寸法

基準およ び呼び寸法統
一

の ため の 日本人の 体格調査」

を実施 しだ
旨

，こ の 調査 に参画 した と きか ら
，

工 業生

産さ れ る既製衣料に おける合理的な既製衣料サ イズ と

衣料寸法の 設定，裁断用ボ デ ィ の 設計や衣服 パ ター ン

に関す る基礎的研究 を通 して 衣服 の 人体形 態へ の 適合

を追求 して きた ．

　1．計測方 法の確立

　日本で 初め て 実施 され る全国規模 の 体格調査 を進 め

る に あた り，柳澤澄子教授 を中心 に 最初 の ユ年をか け

て 計測 項目，計測基準点 と基準線 ，計測機器，計 測方

法 の 検討がな され た，多 くの 人 々 の 手 を経て 実施 され

る こ の 種の 調査 で は，統
一

された計測方法 の 確立が必

要不 可欠で あ っ た．ア メ リ カ で は 日本 に 先立 つ 約 30

年前の 1937〜1940年に 既 に婦人 と子 どもの 人体計測

を実施 して お り，詳細な報告書
5）6／

が 出され て い た．

こ れ ら に加 え て イ ギ リ ス に お け る 婦 人 の 調査
胃

や オ

ラ ン ダ の 調 査
S ）

等海外の 調査報告書や ，人 類学で 用

い ら れ る 人体計測法 の マ ル チ ン 法
9 ）

を も とに ，さ ら

に 内外の 衣服製図法に 用 い ら れ る計測項 目及 び衣服業

界か らの 要望項目を収集 し検討 した．その 結果，既製

衣料サ イズ の 設定や 衣服設計 に 必要な計測項 目，計測

基準点 と基準線 の 選択 と定義及び計 測方法が定 め られ ，

調 査が 実施 され た， こ の 計測方法は後に JIS　L　Om

衣料の た め の 身体用語
t°）

の 基 とな り，JIS法 と し て 普

及 して い っ た ．また定め ら れ た 計測方法は，人体に機

器 を直接あて て 測 る こ と を前提 と し て い る．そ の 後，

科学技術 の 発達に伴 い ，シ ル エ ッ ター法，モ ア レ 法，

非接触三次元計測法 と光学的手法が取 り入れ られ，直

接人体に触れ ず に計測す る新 しい 方法 が 開発 され 現 在

に 至 っ て い るが，基本的計測法として現在 も有効で あ

る ．

　2 ．成長 期 の体型

　 〔1） ア ロ メ ト リ
ーか ら見 た 体 型 の 特徴

　人体形態 は身体各部位 の 成 長速度 が異 なるため に 成

長期 の 各段階 で 異 な っ たプ ロ ポ
ーシ ョ ン を経過 しなが

ら成人値 に達 する．また成長様相 は 早熟 や 晩熟 な ど個

人差 も大 きい ．そ こ で 天文学 的時間で あ る暦年齢に よ

らな い 成長期 の 体型区分 の 基礎資料 を得 る こ とを 目的

に，あ る 基準 量 に 対す る 他 の 部分 の 相対的大 きさ の変

化を見る こ との で きる ア ロ メ トリ
ー式 を適用 して検討
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を試みだ
畑 ．生物 の 2形 質 の 間に は y＝bxuとい うア

ロ メ トリ
ー式が成 り立 つ こ とが経験的 に知 られ て お り，

両辺 の 対数 を とる こ と に よ り，x，　 y が 1次式の 直線

関係 と して 表さ れ，そ の傾 きと変移点が 重要 な意味を

持 つ
L3：．資料 は 1966〜67 年に 通産省工 業技術 院が実

施 した体格調査資料 （以下 ，T．技院資料 と称す）の 原

票 か ら，7〜20 歳 男女各年齢 500例 を抽 出 した も の で

あ る ．基準量と して 身長と腰囲を と りあげ，身長に対

する 下肢長，袖丈，背丈，背肩幅 と，腰 囲 に 対す る胸

囲，胴 囲，頸付根囲，背肩幅，身長 の ア ロ メ トリ
ーを

検討 した，そ の 結果，身長に 対する ア ロ メ トリーで は，

身長が ，男子で は 145cm ，160　cm ，女子で は 130　cm ，

140cm で 変移 点 を 示 し，男 女そ れ ぞ れ の 3 相 で 他 の

身体 部位 との 関係が異 なる こ とが わか っ た．また第 1

変移点 は，思 春期的成長 の 開始直前の 時期 に あ たる．

腰囲に対する ア ロ メ ト リ ーで は ，腰 囲が 男子 で は 64

cm ，78　cm ，83　cm ，女子 で は 65　cm ，71　cm ，86　cm
で 変 移点 を示 し，4 相 の ア ロ メ トリ

ー
を示 した．衣服

の パ タ
ー

ン 設 計 で は こ れ らの 変 移点 を境 に 他 の 項 目 と

の バ ラ ン ス を変え る な どの対応 をすれ ば，よ りフ ィ ッ

ト性が 高ま る と考え ら れ る ．た だ し，身長や 腰 囲 の 変

移点が普遍 的 なもの か ど うか は今後さ らに新 しい 資料

で の 検証 が必 要 で あ る ，

　（2｝ 成長期 の 子ど もの 体型分類

　成長期 をどの ように 区分すれば合理的な衣料サ イ ズ

設定 が 可能 で あ ろ うか ，そ の こ と を 明 ら か に す る た め

に成長期 に ある子 ど もたち の 人体 形態 の 類型 化 を試み

た
14）” 1／．衣服設計 に お い て は多数 の 人体形 態情報が必

要で あり．そ れ ら は 互 い に 関連 し合 っ て い る こ とか ら，

多数の項 目を同時に解析で きる多変量解析の手法を用

い た ，

　まず ，1966〜67 年計測 の 工技院資料原票か ら 7〜20

歳男女，各年齢約 800例 ，男子合計 11，542例，女子

合計 11，742例 を抽出 し て 資料 と し た ，身長，腸棘高，

膝関節高 ，袖 丈，足長 ，背丈，背肩幅，乳頭位胸囲，

胴囲，腰 囲，頸付根囲，頭囲，上腕部皮脂厚 （対 数値），

背部皮脂厚 （対数値〉．体重 （立 方根） の 15項 目を と

りあげ，性別 年齢別に主成分分析 を行い 項 目の 要約を

試 み た ．

　固有値 1以 上 を示す成分は．男女と もに概 して 低年

齢で は 2 主成分．高年齢で は 3 主成分が抽出 された．

寄与率は 男子 で は 13，14歳，女子で は 11，12歳で最

大値 を 示 した ，こ の 時期 は 男 女 と も に 思春期 的成長 の

盛ん な時 期 で あ り，第 1 主成分 の み で 60％近 い 寄与

率で あ る．第 3主成分 まで を取 り上 げ て バ リマ ッ ク ス

回転す ると，身体の高 さ長 さを表す主 成分 ，身体の 周

径 を表す主成分 ，身体 の 肥痩度を表す主成分 ，肩部 の

大 きさを表す主成分 の 4 つ の 主成分 が抽 出 され た ．男

子 及 び 12 歳以 下 の 女子 で は前 者 3 主成分 の み が ，13

歳以上 の 女子で は 2 番 目 と 3 番目 の 主成分が
一

つ の 主

成分 と して抽出 された．第 2 主成分 まで を取 り ヒげ て

バ リ マ ッ ク ス 回転を行 うと，男子 14歳 ， 女子 12歳 以

ドと それ 以 上 で は ，主成分 の 意味が 異な っ た ．

　以上 の こ とか ら，こ の 年齢期 の 子 どもを対 象と し た

既製衣料サ イズ で は ，基本身体寸法は 2〜3 項 目で よ

い こ と，年齢層 に よ っ て 基本身体寸法を変え る 必要 の

あ る こ と が 示唆 され た ．また 胴囲 が 肥痩度 と関係が深

い こ と，皮下脂肪厚 は男 子と低年齢女子で は独立性 が

高 い の に対 し，ユ3 歳以 上 の 女 子で は周径項 目 と同 じ

グ ル ープ に含 まれ る こ とが わ か っ た ．

　次 に，年齢 を含め た成 長期 の グ ル
ー

プ分 けが必要 と

の 解釈 か ら，判別分析 に よ り成長期体型 の 分 類 を試 み

た，す なわ ち先 に取 り上 げた 15項 目を全年齢
．
括 の

主成分分析に お け る第 1主 成分得点で 除 し て ，大き さ

の フ ァ ク ターを除 い た デ ータ と し解析を試み た ．変数

選択 の 結 果 14項 目が取 り込 まれ，男 女 ともに第 1正

準 判 別 関 数 （約 92％ 〉 と第 2 正 準 判 別 関 数 （約

7．5％ ） で 大多数が判別され る結果 とな っ た ，各判別

関数の標準化 し た係数の解釈か ら，第 1判別関数は児

童期 の か ら だ つ きと青年期 の か ら だ つ き と を 区別す る

軸 ，第 2 判別関数 は 各個体が思 春期的成長 の 最盛期 に

位置す るか否か を表す軸 と解釈 した，こ の こ とは成 長
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図 L 第 1 ・第 2 正準判別 関数得点 の 散布図 （男子）
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段階 が 異な る こ とに よ る か ら だ つ きの 差異に よ っ て 体

型分類され る必要性 を示すもの で ある ．

　そ こ で 2 つ の 判 別関数 の 散布状況 と 両軸 の 表す意味

か ら対象集団を児童期型，思春期型 ， 青年期 型 に 分類

し，こ の 3 グ ル
ー

プ を分ける Zl ，　 Zu を用 い た判別関

数を算出 し基準 を作成 した．こ の こ とは ，ある個体が

現在 どの 成長段階 にあ る か を判定する こ とを可能にす

る．また児童期型 で は，相対的 に 頭部 ，足部 は大きい

の に腰部が小さ くて ずん 胴とい う体型的特徴 を持 つ ．

思春期型で は相対的に足部が 大 きく脚が長 く背丈が短

い ，しか も男子 で は 膝 が 高 く胸部 が 小 さい ，女子 で は

腰 部が小 さくて ず ん胴 と い う体型的特徴 を持 つ ．青年

期型 で は 相対的 に頭部，足部が小 さい の に 腰 部が大 き

く胴が くびれ て い る とい う体型的特徴 を持 つ ．

　次 い で こ の 3 グ ル
ー

プ （3 つ の 着用者区分）ご と に

フ ィ ッ ト性 を 要す る 衣服 と 要 さ な い 衣服別 に，性 別 の

基本身体寸法を提案 した ，日本 で は 近年高 身長化 が 進

んで い る こ と
’bl

や患 春期 的成 長 の 若年化 が指 摘 され

て い る
L融

こ とから，こ れ らの 結果は さらに 近年の デ
ー

タ で 検証す る こ と，また成 長段階の 判定に は，15 項

目と主成分得点が 必 要な こ とか ら，こ の あた りの 簡便

化を検討す る こ とが今後の 課題 で もある．

　（3） 肥満児体型 の 特徴

　 1970年 こ ろ ，す で に 小 中学校 に お け る 肥満 児 の 増

加が 社会問題視 さ れ て い た ．学校制服は太 っ た生徒 も

痩せ た 生徒 も着 られ なけれ ば ならな い ．そ こ で 肥満児

を対 象 と し た 衣服設計上 ，考慮せ ね ば な ら な い 点を 明

らか に す る ため に．肥 満児 の 体型的特徴 を検討 し，衣

服 寸法 の 設定 を試 み t」　
IP／
　
“211

　資料 は，1966〜67 年計測 の 工技院資料 の 解析 の 際，

肥 満児 と して 除外 され た 7〜18 歳の 男子 442例，女子

540例 で あ る．解析項 目 と して は，身長 ， 背肩幅 ，胸

囲，胴囲，腰囲，頸付根 囲，上腕囲，大腿囲 ，体重 ，

上腕部皮脂厚，背部皮脂厚の 11項目 を取 り上 げた．

また 肥満児の 定義に は さ まざまな もの が見 られ た が ，

本研究で は，普通児の性別 年齢別身長別標準体重 ＋ 20

％ 以 上 の 体 重 を有する も の で Rohrer 指数が 平均値

＋ 2 σ 以上 の 者，また は 上腕部皮脂厚が平均値＋ 1 σ 以

．ヒの 者 を肥満児とした，

　検討 の 結果，肥満児で は普通時 に 比 べ 初潮 年齢 が約

7 ヵ 月早 く早熟傾向を示 し た．また普通児 と比 べ る と，

肥満児で は体幹部 と四肢の 周径お よび体重 と皮下脂肪

が著 しく大で ある こ とに 対 し て
， 背肩 幅や 頸付根囲 が

相対的に 小 さい こ とが特徴的 で あ っ た．身長 または胸

畳
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図 3．肥満児 女子の 体 型

囲 に 対する 身体比例 の 検討 に よ る と，身長 に 対する袖

丈，背丈，ス ラ ッ ク ス 丈，足長 な ど の 丈方向の バ ラ ン

ス で は普通児 と の 差異は小さ い ，しか し身長に対する

胸囲，背肩幅，胸囲に対する 上 腕囲で は肥満児が著 し

く大 で あ る ．一
方 ， 胸 囲 に 対する 頸付根 囲，頭囲 ，背

肩幅で は肥 満児が著 しく小 さな値を示す，こ れ らの こ

とは既製衣料サ イズ に対応する 身体各部位 寸法の 設定

や 衣服型紙設 計に お い て は肥満児独 自の 寸法設定が必

要で ある こ とを示 して い る．

　（4）　日本人 の 成長特性

　1978〜81年調査 の 工 技院資料原票 か ら 7〜20 歳 の

男子 8，679例 ，女子 8，889例 の 身体 工4部位 の 横 断資

料 を用 い て ，成長特性 を検討 しだ
‘；

，年間成 長量 が 最

大とな る時期は，長 ・高径 4 項目 （身長 ・上前腸棘高 ・

袖丈 ・背肩幅）で は男子 12〜13 歳，女子 IO〜ll歳で

ある．男女 と も に 足長で は そ の 1年前 で あ り， 周径 5

項 目 （胸囲 ・胴囲 ・腰囲 ・一ヒ腕囲 ・大腿 囲）・体重 で
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図 4，足 長 ・腸棘高 ・袖丈 の 百分率成 長曲線
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図 5．頭囲 ・胸囲 ・腰囲の 百分率成長曲線

はその 1 年後で ある．

　成 人値 に 達 す る の は ， 長 ・高径 4 項 目で は
， 男子

16，ユ7 歳頃，女子 14，15歳頃で あ り，足長で はそ の

約 1 年前，周径 5 項 目 ・体重 で は約 1年後，頭囲で は

約 2，3 年後で ある．そ の 結果，ほ ぼ 成人 の か ら だ つ

きに 到達 す る の は 男子 19 歳，女子 18歳 で あ る ．

　 こ れ らの 時期は ，男女 と もに 1966〜67年工 技 院資

料 よ りも若年化 して い る．そ の こ とは初 潮年齢が 12

歳 11 カ 月 か ら 12歳 6 カ月に 5 ヵ月早 くな っ た こ とか

らも裏付 け られ た．

　成 熟過程 を 20歳 平均値 に対 す る各年齢 平均値 の 百

分率で 見る と，男女 ともに長高径項目で は，足長が上

前腸骨棘高に先行 し，上前腸骨棘高が 袖丈に先行する ．

周径項 目で は 頭囲が胸 囲 と腰 囲 に先行す る ．男子 で は

腰 囲 が胸囲に先行 し，大腿 最大囲 が 上 腕最大囲 に先行

する ，すなわ ち，身体の 下方の 部位が上方の 部位に先

行 して 成 長す る．頭部が体幹に先行 して成長 す る とい

う成長勾配が認め られ た．こ れ ら の傾 向は 1966〜67

年工技院資料に お い て も同様 の 傾向を示す．

　 12年間 を隔 て た 1966〜67年 工技 院資料 との 比較 に

よ る と，こ の 約 10年 間 に ，男女 と もに 長 高径項 目お

よび胴囲で は，各年齢に わた り身体の大型化が進行 し

た，しか し胸囲で は減少傾 向を示 し，腰 囲，体重，皮

下脂肪厚は，男子で は 増大傾向，女子で は減少また は

停滞傾向を示す ．

　（5） 身長成長の時代変化

　近年 ，
日本人 の 身長 は年 々 高 くな っ て い る

， 特 に 女

性 で そ の 傾 向が強 い とい われ て い る、一
方 ，水野

23 ：

は， 1900年 か ら 1970年 ま で の 横 断 的資 料 を用 い て

6 歳か ら 20 歳 まで の 成長量 を比較 し，男子 身長で

＋ 0．4cm ，体重で ＋ 3．4kg とわずか な増加で ある こ

と，女 子で も同様の 傾向を示すこ とか ら 14 年間 の 成

長量 は 70 年間 をとお して ほぼ
一

定 で あ る と し，横 断

的資料 に よる限 り 6 歳以 降の 伸びは，明治の 昔も今 も

変わ ら な い と して 「発育量不変の 傾向」 と呼ん だ ．

青山
24；

は 1900年か ら 1995年 まで の 20年 ご と の セ ミ

縦 断的資料を用 い て 6 歳か ら 20 歳 まで の 成長量 に つ

い て 検討 し，同様 に 発育量不変の 傾向が認め られる こ

とを確 認 し，14 年間の 身長の 成長量 は男子で 約 55

cm ，女子 で約 44　cm で ある と し て い る ，

　そ こ で 文部科学省 の 学 校保健統計調 査報 告書
2引

か

ら ユ948年
〜2004年 ま で の 56 年間 にわ たる 6 歳か ら

17歳男女 の 全 国平均値 を用 い ，10年間隔 の セ ミ 縦断

的資料 を作成 した．成長研究に はある時点で 年齢の 異

な る もの を同時に測定 して 性別年齢別に平均値 を算出

し て 成 長 を検 討す る平 均 成 長 の 分 野 （横 断 的研究

Cross−Sectional　Study）と各個人 を長 い 間継続 して測

定 し て 成 長 を検討 する 個性長 の 分野 （縦断的研 究

Longitudinal　Study）が ある ．成長量 を検討する に は

個性長 に 近づ け た 方 が よ い の で 今回 は 同 じ集団 の 平均

値 を使 う よ う に し た ．17 歳 時が 1964 年，1974 年，

1984年，1994年，2004年の 5 グル
ー

プ の デ
ー

タを用

い て ，こ の 40 年間 に 日本人 の 平均身長は高 くな っ た

の か ， そ の 傾 向は 続 い て い る の か，さ らに 「発 育量不

変 の 傾 向」は 認 められる の か を確認す る こ と試みた，

また 日本 の 小 ・中 ・高等学校で は生徒に制服を課 して

い る と こ ろ が 多 い ．学校制服 は一般 に 2〜3年着用す

る こ と を前提 と して ゆ と りを多 く入 れ て つ く ら れ る ．
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　図 9．6〜17歳 まで の ll 年間 の 成長 量の 時代変化

中 隅自鼬

一〇− Fo   b

身長成長量 の検討 は こ の ような学校 制服 の 丈方向の ゆ

とり量 の 基礎資料 と して も有効で あ ろ うと考え検討 を

進 め だ
51
．

　10年 ご と の 身長平均値 の 成長 曲線 に よ る と，成 人

身長は男女と もに時代 とともに 高 くな っ て い るが，女

子で 特 に 顕著 で は な か っ た ，高身長化が今後 とも続 く

かは検証 で きなか っ た ．身長 の 増大量は思春期で大 き

く，また現代に 近 づ くに つ れて減少 して くる ．

　40 年 を隔 て た 差異 （図 8＞は，男子 12，13歳 ，女

子 10，11歳の 思春期で 最 も大 きい ．男子の 方が大 き

い ．6 歳児 と 17歳 児で 平 均値 を比 較する と，男女 と

も 6歳児で 増加量が 大 きい ．40 年間の 差異 を比較 す

る と，6 歳男子で 7．3cm ，17歳男子で 4．4cm で あ り，

女子 も同様 の 傾 向 を 示 す こ と か ら高身長 化 は 6 歳以前

の 増大化 の 影響 が 大 きい と推察 さ れ た ．

　年間成長量曲線の 年齢変化 （図を省略）を比較す る

と，時代 を経 る に した が っ て前傾 し，ピーク を示す年

齢が若 年化 して お り成長 の 早熟化が 進行 して い る．ま

た ピー
ク 時 の 成 長量 の 平 均値 と標準偏差は ，男子で

7．6cm と 0．2cm ，女子 で 6、8cm と 0，1cm で あ り，

1970年以 降ほ ぼ
一
定の 値を示 して い る，

　6 歳 か ら 17 歳 ま で の 11年 間 の 成長 量 の 時代 変 化

（図 9） を見 る と，45 年間 で
， 男子 で 2．4　cm ，女子で

420864201
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図 10．各 3 年間の 成長量 の時代変化 （女子）

（691） 7

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．59　 No ．9 （2008）

4．1cm 減少 した．平均値 と標準偏差 は男子で 55．4cm

と 0．9cm ，女 子で 43．8cm と 1．2　cm で あ っ た．こ の

値は 時代 と ともに 多少減少傾向を示すが ，標準偏差が

非常に 小 さ い こ と か ら，「成長量不変の 傾向」 は 認 め

られ る とい える の で は ない か．

　以上 の こ とか ら 日本人 の 身長成 長は若年化 して お り，

高身長化は小学校入学以前の 成長量に依存 して い る と

考え ら れ る ．

　次に 3年齢層 ご との 成長量 を比較する （図 10） と，

男 女 と もに 小学校低 学年 で 増加傾 向が，中学校 ，高等

学校で 減少傾 向が 認め られ る ．こ の こ とか らも早熟化

が 進行 し て い る こ と が 明 ら か で ある ．男子 で は小学校

高学年用 ，女 了で は 小 学校低学年用学校制服 で は丈方

向の ゆ とりを今まで よ り多め に す る 必 要があ る ．

　3．成人女性の 体型

　（1：1 成人 女性 身体 寸法 の 変異

　1969〜73 年に ，30〜59 歳 まで の 成人 女性 493 名 の

計測を実施 し，若年女性 との 比較か ら検討 し た結果，

中
・老年女性で は長高径項 目で は劣 り，周径項 目で は

優れ る 傾向 に あ る こ と，そ の 結果 ，胸 囲 に 対す る体幹

部周径項目の 比 ，体幹部周径 の 横矢指 数，比胸 囲が増

加 し，胸囲 や 腰 囲に 対す る 背肩幅 ，大 腿囲の 比 は 減少

する ．胴囲 の 増加か らずん 胴体型に なる こ と，体幹部

周径の 増 加が 顕 著で ある が，そ れ は 30 歳代後 半か ら

40 歳 代前 半に か け て の 変化 が著 しい こ と が明 らか と

な っ た．また，型紙設計 の 重 要な基準 項 目で ある胸 囲

と背肩幅で 体型 区分 した場合の 年齢 の 影響に つ い て検

討 した 結果 ，年齢 の 影響よ り体型区分 の 影響 の 方が大

きい こ とが わ か っ た．そ こ で 胸囲 と胸囲 ／背肩幅で体

型 区分 し た場合 の 体 型特徴 を明 らか に した
27い跏 ，

　 また 1971〜72 年計測 の 工業技 術 院資料原票 か ら抽

出 した 25− 69歳男 子 4，278例 ，女子 4，123例 に つ い

て 身長に対す る 下肢長，袖丈，背肩幅，胸囲，胴囲，

腰囲 の 変異の ア ロ メ ト リーを検討 し た と こ ろ ，周径 3

項日 は 身長 との 相関関係 が 低 い こ とか ら ア ロ メ トリー

の 効果が期待で きなか っ た．男女 の 下 肢 長，背肩幅，

男子の 袖丈は単相ア ロ メ ト リ
ー

で あ っ だ
覧11
．こ の結果

は ア ロ メ トリー式が急速な身体変化を経る よ うな状況

で な い と有効 に な ら な い こ とを示唆す る もの と考え る ．

　次に某女子 大学 にお け る 50年 間 の 女子 大学生 の 身

体寸 法 の 変 化 を検 討 し た ，1944年 107名 ，工980年

351名，1994年 165名の 身体計測値 19 項目 に つ い て

比較検討 し た結果，1944年の女了・学生 は 1994年値に

比 べ て 全 体 的 に 小 柄 で 周径 が 細 い ． 1980 年値 を

1978〜81 年丁 技院資料 （全国値） と比較す る とや や

大柄な傾向を示すが ，袖丈 ，腰囲で 0．5 σ ほ ど大 きい ，

1980年値 と 1994年値を比 較する と身長が 高 く， 四肢

が長 く，腰囲が大 きくな っ て い た
「］／．こ の よ うな時代

変化 は定期的 な身体寸法 デ
ー

タ収 集の 必要性 を示唆す

る もの で あ る ．

　 12 ） 身体 シ ル エ v ト

　人体 の 形や 姿勢を と らえる 上 で
， 身体シ ル エ ッ トの

解析 は有効 と考え られ る，1964年 に 女 子学生 200例

を対象に 撮影 した 単 写真を用 い て 身体シ ル エ ッ ト ヒの

肩部，背面，胸部前面，腰部後面，腹部の 角度 5項 目

を検討 しだ
〜：，撮影に は 一・眼 レ フ カ メ ラ に 105mm 望

遠 レ ン ズ を つ け，撮 影距 離 を 9m と し，平行光 線 に

近 い 条件 で 撮 影 した．

　表 1 の よ う に，各項目 は い ず れ も変異係数が大 きく，

個入差が大 きい こ とが わ か っ た ．特に胸部前面 と腹部

の 角度で顕著で ある （図 11参照 ）．また 肩傾斜 の 左右

異な る 場合が 全体 の 1〆2 で あ っ た．身長 や 胸囲 な ど の

身体寸法 との 相関関係は胸囲 と胸部前面 の 角度 間で 低
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図 11．胸部前面 の 角度 の 個体差
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表 1．角度項 目の 基本統計量

　 項　 　目

肩部 の 角度

背面 の 角度

胸部前面の 角度

腰部後面 の 角度

腹 部 の 角度

平均値　 標準偏差　変異係数

26．514

．14

，317

．Ol3

．3

4．24

．05

．84

．ユ

5．6

15．928

．438

。223

．942

。1

  酬 謄 弧 袙

図 12．研究項 目 図 ユ3．平 均 シ ル

　 　　 エ ッ ト

等 し い と して
， そ の 値 に 各測 定値を乗 じた値 をも っ て

各項 目の 測定値 と定めた．したが っ て 各測定値は原寸

大 とな っ た こ と に な る ．

　図 13 は 各項 目の 平均値 を図化 して 得 ら れ た 平均 的

シ ル エ ッ ト を示 し て い る ．津山
／“ ：

に よ れ ば，　 般 に

成 人 が 日常 生 活 に お い て と る直立 姿勢 は，大部 分 は 弛

緩 型姿勢 に 近 い もの で ，「体 の 重心線 は側 方か ら見た

とき，乳様突起か ら肩関節の 直前を通 り，股関節軸上

ある い はそ の や や 後方を通 り，膝関節 の 直前 を通過 し

足底中央 に落ち る」 と考えら れ る と い う．本資料の 平

均 シ ル エ ッ トもこ れ に 近 い もの と 観察 された．

　 また バ ラ ツ キを表す変 異係 数 は，水平距離項 目で は

レ ベ ル の 高さや 横矢指数の数倍の 値 とな っ て お り，横

シ ル エ ッ トを形成す る 項 目で 個体差が 大 きい こ とが 示

され た ．すなわ ち，身体側面 シ ル エ ッ トは きわ め て 個

性的な もの を表す，

　次 に こ れ ら の 多数 の 項 目を要約 して 姿勢 の 要因を抽

出す る ため に，主成分分析 を試み た．サ イズ要因を消

すた め に ，各計測項 目 は 身長 で 除 した 変換値 を 用 い た ，

固有値 1以 上 を示す主成分 は 第 10 主成分 まで で あ り，

累積 寄 与率 は 79．8％ で あ る ．第 1 主成 分 の 寄与 率が

大 きい た め ，第 3 主 成分 ま で 取 り上 げ て も 56．8％ に

過 ぎな い ．バ リマ ッ ク ス 回転 後の 因子負荷量か ら各主

rc2

い 相関 を示す他は無相関 に 近か っ た．すなわ ち，形 と

寸法は独 立 の 関係 に 近 い と予測 され る．

　そ こ で ，さ らに姿勢に 関す る情報を量産衣服の 生産

に 用 い ら れ る 立 体裁断用 ポ デ イ や検査用 ボ デ ィ の 設計

に 加 える こ とが重要 と考え，姿勢情 報を含む測定値 の

分析 を試み だ
〕：

．上 記 と同 じ大学女 予学生資料 を用 い ，

身体右側面の 縮 尺 1／10 に 焼 き付け た写真 ヒに計測点

を記 し，デ ジ タ イザで 座標値を測定 し た．側面シ ル エ ッ

ト上 に 16 の 基準点 を設 定 し，基準点 を通 る 水平線

（レ ベ ル ） と前後輪郭線 との 交点 を計 測点 とした．基

準線 と して 耳珠 点 を通 る鉛直線 を下 ろ し，各計測点 か

ら鉛 直線 まで の 水平距離 29 項 目及び各 レ ベ ル の 高 さ

16項目の 合計 45 項 目を測定 し た ，さ ら に 身体計測値

の 胸部，胴部，腰部の 厚み を表す横径 と矢状径の 比 を

と っ た 横矢指 数 を加 え48 項 目 を取 り一ヒげ た ．

　 なお ，写真 引 き延 ば しの 誤差 を少 な くす る ため に 各

項 目を測定す る際，頭頂点 レ ベ ル の 高さ に 対す るそれ

ぞれ の比 を求め，頭頂点 レ ベ ル の高 さが実測身長値 に

図 15，第 1 ・第 2 主成分得点の 散布図と代表的シル エ ッ

　　 　 ト
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図 16．第 1 ・
第 3主成分得点の 散布図 と代表的 シ ル エ ッ

　　 　 ト

成分 を解釈す る と，第 1 主成分 は 上 半身に お け る脊柱

の前傾 ・後傾が 関与す る前傾 姿勢か後傾姿勢か を分け

る成分，第 2 主成分は腰椎前湾が強 い 姿勢か否か ，す

な わ ち腰椎 部 で の 屈 曲の 大 きな姿勢か直線 的な姿勢か

を表す 成分 と解釈 で き る．第 3主成分 は 相 対的 に下肢

が長 い プ ロ ポ ー
シ ョ ン か 否か を分 ける主成分と解釈 し

た．す なわち 2 つ の姿勢 を表す主成分 が抽出 され た．

体幹部 の 厚み を表す胸部，胴部，腰部の横矢指数 と 2

つ の 姿勢 に関す る 主成分 と の 関係 は 認 め ら れ な か っ た ．

　次 に上記結果の再現性 を確認す る こ とと，応用 に 際

し て の 簡便性 を追求す る た め に，どの くら い 項目数を

減 じ ら れ る か を検討 し た
35’．資料 は 1984〜85 年撮影

の 若年女性 53 例 の 身体右側 面 の 単写真で ある ．撮影

条件 は 前資料 と 同 じ で あ る ．48 項 目 の 主 成分分析 の

結果 は，姿勢 に 関す る 2 つ の 主成分が抽 出 され．前記

主成分 の 因子負荷量 との 相 関関係 か ら再現 性があ る と

判断で きた ．また項 目の 選択条件 に従 っ て 15 項 目に

減ら し た とこ ろ ，得 られた主成分の 意味 と，個体の 主

成分得点の 検討か ら有効 で ある こ とが確認で きた ，

　 また同 じ条件で 1997年に撮影 され た大学 女 子学生

107名に つ い て 同様の 検討 を行 っ た と こ ろ ，姿勢に 関

する 2 つ の 主成分が抽出 され、さ らに 再現性が 確認 さ

れた ．また 1964年資料 と の 比 較の 結果，身体側 面 シ

ル エ ッ トは 33年間 に 脚 が 長 く，胸や腰 の 位置 が 高 く，

背中の 丸味が少な く，胸が豊か な シ ル エ ッ トに変化 し

て い た
IM．

　以 上 の こ と か ら姿勢 に 関する 2 つ の 主成分 は普遍的

と 考 えら れ る ．

　 （3） 身体立体形状 の 把 握 と分類

　裁断用や検査用ボ デ ィ の設計や適合性 よい 衣服パ ター

ン の 開発等にお い て人体 の 立体形状 の 把握は必要不可

欠 で あ る ．しか し高価な計測装置や 解析 手法 の 難 しさ

等か ら未だ十分 に解明され て い る とは い えな い ．

　 まず，計測に先立 ち，立位 に あ る被験者の 動揺が 三

次元座標値に ど の 程 度影響す る か を確 認 した ．動か な

い 物体 の 三次元計測 の 精度 は周 囲長 や高 さ，直線距離 ，

表面長で 多少異 なる もの の ，全体 と し て は非常に精度

よ く計測で きる ，し か し被験者 3 名に つ い て体表 k の

ll 点 に つ い て 繰 り返 し 3 回 の 計測 を行 い ，身体 の 動

揺 を検討 した結果， 3 回 の 計測値問の 差 は 左 右，上 下

方向で は 5mm 以 下 と非常 に 小 さい が ，前後方向で

20mm 程度 の 非常 に 大 き な値 を示 し た ．また 高さ の

異なる計測点 の 間 に は …定の 傾向は 認 め ら れ なか っ た ．

従 っ て 生体 の 三次元計 測 で は 前後方 向の 動揺 を減 じる

手だ て が 必 要で あ る
：7），また前面 と後面 の 体表 ヒの 各

5 点に つ い て被験者 21 名 3 回の くり返 し測定の 実験

結果か ら も z 方向で の 動揺が大 きい こ とが確認で き

た
3Hl，．

　 まず，若 い 女性 の 体 幹背 面を非接触 三次元計 測 し，

背面 の 形を基本的に 規 定する 脊柱の カ
ーブ と して 後正

中線を，また衣服に よ り深 く関連する形状特性 として

背面シ ル エ ッ ト カーブ をと ら え，こ の 2 種 の カ ーブ に

つ い て ，個人 の 特徴 を，近似的 に 再構成す る す る 方法

を提案す る と ともに ，2種類の 背面 カーブの 平均像 と

相互 の 関連，個人 の シ ル エ ッ トカ
ー

ブ を特徴づ ける 要

因を明 ら か に した
39）．

　次に 三 次元計測 に よ る 立体形状類型化 を試み る に当

た り， 彫 刻 の 面取 りの よ うな手法 で 形状把握 を して 類

型化 する 可能性 を探 るため に，法線 ベ ク トル を用 い て

検 討 を試 み た．資料 は HQL の 20〜29 歳 日本 人女 性

98 例 の 三次元画像 （ボ ク セ ラ ン に よ る標準デ ータ ）

で ある ．対象部位は，前正 中線，頸付根線，肩縫い 目

線，腕付根線，脇縫 い 目線，胴囲線 で 囲まれ る胸部右

半身と した．体表上 の 8点 を用い て 7 個の 三角形 で 近

似 し，そ れぞ れ の 面に お ける法線ベ ク トル を算出 した ，

次 い で 得 られ た法線 ベ ク トル を主成分分析 し，主成分

得点の ク ラ ス タ
ー
分析か ら右胸部前面の レ リ

ー
フ の 形
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図 18．角度項 目

状分類 を試み た、

　そ の 結果，第 1 主成分は乳頭点が 内側に あ る か外側

にある かを表す主成分，第 2 主成分は乳房が 外側で 下

方に突出 して い る か，内側 の 上 方で 突出が 少 ない か を

表す主成分，第 3 主成分 は 乳房が 「方 で 内側か上方で

外側か を分ける 主成分，第 4，第 5主 成分は肩部か ら

胸部へ か けて の 形状 を表す成分と解釈で きた．第 1か

ら第 3主成 分 得点 を k−means 法 に よ る ク ラ ス タ ー
分

析 を行 っ た と こ ろ ，3 つ の 類型 を取 り出す こ とが で き，

法線 ベ ク トル に よ る 面の 解析 の 可 能性 が確 認で き

た
4°1
，野川

41）
は こ の 手法 を使 っ て さ らに肩部の類型化

を試 み た．

　上記の 法線ベ ク トル に よ る類型化はかな り大まか な

もの な の で ，裁断用 ボ デ ィ や衣服パ ターン設 計に は も

う少 し きめ 細や か な立体形状の 把握 と類型化が必要 と

考え，特 徴点か らの 角度計 算や体表長 を入れ た 肩 部 の

分析 を試み た．

　衣服 は 肩 で 着る と い わ れ る よ うに ，衣服 の 着心 地 の

面か ら，あ るい は美 的観点か ら肩部形状 に適 合 させ る

こ とが重要で あ る．しか し肩部形状 を とらえる方法は

末だ確立 さ れ て お らず ，デ
ー

タ の 蓄積 も少 な い ．そ こ

で まず三 次元画像の観察 と肩部を代表する項 目の検討

か ら 日本人若年女性 の 肩部立体形状 を検討 し た．

　ポ ータ ブ ル な 三 次元計測 器 （VIVID910 ，2 台） を

用 い て ，2004年 11〜12月に女子大生 ボ ラ ン テ ィ ア 63

名の 三次元撮影を行 い ，得 ら れ た肩部の 三 次元 画像 と

三次元座 標値か ら算 出 された 8項 目を用 い て検討 した．

　肩 部 の 三次元画像 か らは ，肩 部形状 にさ まざまな形

状が ある こ とが 改め て確認さ れ た．肩傾斜角 の 個人差

に 比 べ て ，肩部の 前湾の程度に は 大 きな個人差が あ っ

た．肩傾斜角と右前湾角 とは低 い 相関 関係が 認め ら れ

た．頸部の 形状 に つ い て は．若い 女性 で は平均 的 に は

横長 の楕円形 を して お り，頸側 点は前後長 の 頸椎点か

ら 46％ 程度の位置 に ある と推測 された． しか し今回

の 解析が投影長の ため さらに検討の余地がある ．

　主成分分析 の 結果，4 つ の 主成分が抽出され た ，肩

傾斜 と右前湾角が大 きい か小 さい か を表す 主成分，左

右の 頸側点が後に 位置す るか否か を表す主成分，頸の

付け根が太 い か 否か を表す主成分，頸部 の 横径が 大 き

けれ ば 右前 湾角 は小 さ く左前湾 角は 大 きくなる こ とを

表す主成分 で あ る．本結果は，快適 な衣服を提供す る

ため に既製衣料生産に おい て もサ イズ だ けで なく肩部

形状 の 個人差 に対応する こ とが 大切 で ある こ とを示 し

て い る 。しか し，左右 の 前湾角 の と ら え方は再考 の 余

地が ありそうで ある．上体の ね じれ や撮影時の 立 つ 位

置や 被験者 の 姿勢な どに よ り異な っ て くる こ とが ト分

予測 され る ．そ こ で 改 め て検討項 目を見直す こ と と し

た
斗3崛 ．

　次 い で 同 じ 三次元画像 を用 い て ，3・DRugle に よ り

新 た に三次元 計測 を行 っ た ．角度項 目に つ い て は図

18 の ように 設定 した ．得 られた座標値や 断面デ
ー

タ

か ら 19 項 目を取 り上げ，主成分 分析及び ク ラ ス タ ー

分析か ら肩部及び頸部の 立体形状の類型化 を試み た．

そ の 結果，固有値 1以上 の 主成分は 4 個抽出 され た ，

バ リマ ッ ク ス 回転後の 因子負荷量 か ら各主 成分 を 解釈

する と，第 1主成分は肩部の 大 きさと肩部前湾 の 程度

を表す主成分 ，第 2 主成分 は肩部と頸部の 傾斜 と前胴

部 の 丸み を表す主成分 ，第 3主成分 は前面 の 幅 と頸部

の 幅を表す主成分 と解 釈で きた．3主成分 の 主成分得

点を用 い て ク ラ ス タ ー分析 した結果，4 つ の グ ル ープ

に分類さ れ た ．し か し第 4 グ ル ープ は 2例 に 過 ぎな い

の で ，残る 3 グ ル
ープ を解釈 して 3 つ の 類 型 を抽出 し

た．類型 1 は，肩 の 幅が広 く厚みがあ り，背面，前面
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の 幅 も広 く，や や前肩傾向で ある が標準 に近 い 体型で

あ る．類型 2 は，い か り肩で頸傾斜 角が小 さ く胸 の ふ

くらみ の 大 きな反身傾 向の 体型 と考え られ る．類型 3

は肩の 幅 と厚み が小 さ く，背幅が相対的に狭 く，肩が

後方に位置する体型と考え ら れ だ
4ト 樹 ．

　 おわ りに

　衣 服設計へ の応用 を目的 として 人体形態を さまざま

な角度か ら観察 し．数量化 し ， 類型化 を試みて きたが，

末だ完結には至 っ て い ない ，人体形態 は複雑で あ り，

成 長，老化，時代 な ど時間 とともに 変化 す る．か らだ

つ き に対する意識 も，ラ イ フ ス タ イ ル ，価値観，流行，

時代 に よ っ て変化する ，他者 の か ら だ つ き に 対する 評

価 に は 厳 し い も の が あ る
q71 弸 ．衣 服 は こ の 複 雑 な 人

体 を包み身体 的 に も精 神的 に も満足 を与 える もの で な

ければ な ら な い ．

　 まもな く到来する超高齢社会で は ，人 々 は ど の よ う

な衣服を どの よ うに 求め る で あろ うか ．用と美を必要

とす る 衣服設計 に 少 しで も貢献 で きる よ う引 き続 き研

究 を進めた い ，

　最後 に こ の 研究の 道 に お導 きい ただ きま した恩師柳

澤澄子先生，松山容子先 生 に 心か ら御礼 申 し上 げます ．

また ともに研 究 を進め て きた 共 同研究者の 皆様，被験

者 と して ご協力 い ただ きま した皆様に厚 く御 礼 申し上

げ ます．
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