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《小特集》

布風合い の客観評価 シ ス テ ム

川　端　季　雄
＊

　ABSTRACT 　After　the　performance　of　clothing 　fabric　in　use 　has　been　satisfied 　to　sorne 　extent ，　consumers 　seek 　bet−

ter−quality，　that　is，　better　fitting　to　human 　scnse ．　This 　kind　of 　fabric　per£ormance 　is　essentially 　important　and 　has　been

evaluated 　by 　 sublective 　 method 　 called 　fabric　hand　 evaluation ．　 For 　the 　 engineering 　design　 of 　this 　fabric　perf（）rmance ，

this　subjective 　method 　must 　be　repl 　aced 　by　objective 　method ．　The 　develop皿 ent 　ofthe 　ebjective 　system 　has　been　carried

out 　in　these 　20　years．Thc　method 　is：fabric　mechanical 　parameters　are 　converted 　by　the 　first　convcrsion 　equations （Equ −

ation 　type　I）to　the　hand　value80f 出 ree 　primary 　hands　which 　characterize 　fabric　hand　property　such 　as　sti 旺ness 　etc．，

then　these　hand　values 　arc 　converted 　into　the　quality　number （T ．H ．V ．）by　the 　second 　conversion 　cquation （Equation

type　II）．These　equations 　werc 　dctcrmined　on 　thc　basis　of　the　subjectivc 　handjudgement 　by　experts 　of 　hand　cvaluation ，

The 　prediction　accuracy 　of　the　Dbjective 　sソstem 　is　discussed．

1．　 布の風合 い評価 シ ス テ ム 開発の背景

　 人 類 は そ の 活動範 囲を多様な環境 に 広げ る に つ れ

て ，身 体 を 護 る た め に 衣 服 を身 に 着け た ．そ の 材料 は

古代以来，長 く天然有機繊維で あ っ た。衣服 の 本来 の

機能は ，外傷 を受けな い よ うに身体を 保護す る こ と，

寒暑 の い ずれ か ら も身体を 保護す る こ とで あ る．人 類

は 麻，木綿，羊毛，絹 な ど の 天 然繊維 か ら糸 を作 り，

さ らに 糸か ら布を織 っ て 衣服材料 とす る こ とを見い だ

した が ，それ ら布地 は 軽 く，強 く，断熱性に 優れ ，膚

触 りが 良 く，人 類 は こ れ ら と深 く馴染 ん で きた．衣服

は 人間 の 身 に 着けられ人間 と一
緒 に 行動を共に す る の

で，ヒ記の 本来の 機能とは 別 に 人 間の 動 きを 妨げず，

快 適な 着用 感 と膚触 り，つ ま り人 間 との 適合性 が もう

1 つ の 重 要 な機能 で あ る．こ の 機能に 優れ た 衣 服材料

ぱ 人の 感性と交流 し，人は 生地 に 心 の 安 らぎや 美す ら

見 い だ し た ．前 者 の 実 用 性 能 が あ る 程 度満 足 す れ ぽ，

人は 後者の 感性的性能 を重視す る．事実，布地 の 品質

や価格は 主 に後者 の 性能に よ っ て い る．

　前者 の 実用機能は，あ る程度は 計測 の 可能な機能で

あ る．力 学 的 強 度 や 熱 移 動 特 性 が 関与 し，そ の 測 定 は

材料力学 や物理 学 の 応用 で よ い ．しか し後者の
， 人間

と適合 し，人間 の 感性 と交流す る性能 の 評価 の 基準は

もは や 人間の 主 観 に し か な い ．こ の 主 観判断 で 人 々 は
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布を 評価 し，ま た 布 の 生産者 も主 観判断を 基 に し て 手

作業で 長年に わ た っ て よ い もの を作 っ て ぎた ．そ し て

こ の 布地 と人 との 主 観的な 交流 に お い て，人 々 は 布の

性 格 や 良 さを 手 触 りか ら感 じ取 っ て ，布 の 風 合 い と呼

ん だ．

　 しか し今 日で は衣服材料 で ある繊維や布地 の 需要 は

膨大で ，もは や 手作 りで は こ れ を支 え られず，そ の 製

造 は 近代工 業 で 支え られ て い る ．産業革命は 繊維工 業

の 動力化 か ら始ま り今 日の 自動化 ， 高速化 へ と進ん

だ．繊維 も高分子化学 の 進歩 で 再生 繊維の レ ー
ヨ ソ に

始 ま り，各 種 合 成 繊 維 の 出 現 を み た．繊維 工 業 に お い

て も， こ う した技術 の進歩 は 多 くの 工 学分野 の 協力に

よ っ て 進 ん だ が，1 つ の 問題は ，近代技術 に た ずさわ

る科 学 者，技術者 が 人 間の 感性 を 大 切に す る教育 を受

け て お らず，む しろ 非人間的 で あ る こ とが ハイ テ ッ ク

と考k る 習慣す ら身に 付け て い る らしい こ と で ある．

高速化 技 術 と 自動化技術を 導入 し，生産効率は 向上 し

た が 出来上 が る 製品の 真 の 良さ を評価 で きる 教育 は 受

けて い なか っ た．新 しい 合成繊維 に つ い て も技術者 は

強度な どの 機能を の み 重視 して，風 合い な どは 真剣に

考 え る ど こ ろか ，非 科 学 的 との 見 方す ら し た ，1960年

頃か ら量産の 始 ま っ た ポ リ エ ス テ ル 繊維 は そ の 強度 な

ど実用性能 の 高 さの 故に 全 て の 繊維 を駆逐す る 夢 の 繊

維 とみ ら れ た ．し か し 消費者は そ の 風合い の 悪 さ に む

しろ 拒 否 反 応 を 示 し，
“
合 繊

”
との 名 称 を 与 え て 低 級

品 と した．しか し こ の 間に お い て ，近代技術は 従来 の

天然繊維製品 の 品質をさらに 高 め たわけで は な い ．
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　事実は 逆で こ れ もまた前述の 事情 で 生産効率 は上が

った が ，それ らに よ る品質 の 劣化が 始 ま っ て い た ，

　人間か らみ る評価が人間に よ っ て なされ る の は 極 く

当然 の こ とで あ り自然で あ る．しか し近代的技術を有

効 に 品質 に 反映 させ る に は 客観的品質評価方法が 必 要

で あ る．最終製品の 真の 性能の 客観的評価法を 持た な

い が 故の 品質劣化が 近代繊維工 業の 歩 ん だ 道筋で あ っ

た ．繊維工学の 分野で は もち ろ ん 早い 時期か ら風合い

の 客観評価 に つ い て の 関 心 は 強 く，1930 年 に Peirce

が J．Textile　lnstitute誌上 で 布 の 力学的性質を測定す

る こ と で 風合 い の 評価 の 出来 る 可能性 を 指摘 して い

る．以 来多くの 研究者に よ っ て 研究 が な され た が，人

間 の 評価に 及び 得 る 成果は な く， 1970年に 至 って もま

だ，風 合い とは 何 か とい う議 論 を 繰 り返 して い る水 準

に あ っ た ，筆者 らが 風 合い の 研究 とそ の 客観評価 シ ス

テ ム の 実現 を 目指す研究 を始め た の は そ の や や 少 し前

の 頃 で ある ．

2． 評価シ ス テ ム の 構想

　風合 い の 複雑 さは，それが 人間の 主観評価 で あ る こ

と に あ る が，さ ら に ，人間が純粋 に 絵 画 の 美 に 感動 す

る の と違 っ て 着心 地 の 様 な 感性 的実用機能 も判 断 に 混

在す る こ とに あ る．む しろ そ の 機能性能 の 高い も の か

ら美を 感 じ取 る，も う一つ は 絵画 の場 合 も 同様 で あ る

が 感 性 は 経 験 に よ っ て 磨か れ る ．風 合 い も 多 くの 生地

を み て 始め て 的確に 評価で き る とい う，経験 も し くは

訓練が 必要で あ る こ とに ある ．消費者 の 判断 が 基本 と

い う もの の ，経験や 訓練 の な い
一

般消費者 の 判断は 曖

昧 で あ り ， 狭 く， か つ 不 安定 で あ る．筆者 は 羊 毛 の 織

布工 場 ， 布仕上 げ 工 場 の ， 最も布の 風 合い と関お る専

門熟練老 の 研究 へ の 参加 を お 願 い した．選 ぼ れた 十数

名の 熟練者に よ っ て 風合い 判断の 内容に つ い て まず 議

論 し，そ の 判断過程 を 調査 し，図 1の よ うに ま とめ

た
t／．s ）．

　（1）布 を手 で 触 る ．引っ張 り，曲げ，圧 縮，せ ん 断 の

各変形 に 対 して の 力，そ れ に 表 面感触 を 感 じ取 る よ う

で あ る．

　〔2）頭脳 で こ れ ら情報を経験 と照合 し，布の 基本的 な

性格を い くつ か の 表現 に 集約 す る ，

　（3）段階  で 得られ た情報を 再び総合し，良否の 判断

をす る ．

　 こ の 情報処理 シ ス テ ム は 手 の 触感以後 は全 て 頭脳内

で 行 なわ れ ，それ も本能的 の み で な く経験 に 基 づ く高

度 の 処 理 で あ り，こ の 処理 を模擬す る に は 結局人間の

判断結果 を み て そ の 統計処理 を す る 以外に 方法が 無

い ．考 え られ た 客観評価 シ ス テ ム は 図 2 に 示す．す な

わ ち ，

　〔1）布の 基本力学量を 計測す る．

　  変換式 1に よ っ て各基本風合い を数値（風合い 値，

Hand 　 yalue （H ．V ．）と呼ぶ ） で 表現す る．

　（3）こ れ ら風合い 値 を 変換式 五 に よ っ て 総合風合い 値

〔良否の グ レ
ード値，Total　hand　 value （T ．H ．V ．〉）に

変換す る ．

3． 主観的風合い の標準化 と数値表現

　 こ の シ ス テ ム の 開発 の 前 に 解決 し なけれ ば な らな い

問題 が い くつ か あ っ た ．まずそれ ま で 漠然 と捉 え られ

て い た 主観 的基本 風 合い の 定義 と そ の 確認，そ して そ

の 定量化，数値表現 で あ る，熟練者 グル ープ と何回も

の 検討を 重ね ，男用 ス
ー

ツ 地 の 風合い に 目標 を 絞 っ て

基本風合い を表 1 の よ うに選定 した ．基 本風合い は 前

述 の よ うに 優れ た 風合 い に 関わ る 布性格を 表現す る 風

合 い で あ っ て，熟練者は そ ん なに 多くの 表現を使わ な

い ．表 の よ うに そ の 数 は 絞 られ ，且 つ こ の 絞 られ た 風

合 い は そ の 強 さ，弱 さを量的 に 表現で ぎるほ ど基本 的

な もの で ある こ とか ら
“
基本

”
の 表現 を用 い た ．幸運

な こ とに こ の 基本風合 い は 明治の 羊毛工 業発足 以 来熟

練者 の 間で 代 々 用 い られ伝 え られ て きた表現 で あ り，

標準化に さ し た る 抵抗が なか った．数百 点の 試料 を集

め ，熟練者 群 か 各基本 風合 い 毎に 図 3 に 示 す よ うな 強

弱の 分 類 を した ．分 類 さ れ た 試料群 か ら 各熟練者 の 判

断の
一

致度の 高い もの を と りだ し標準試料 と し ， 強い

もの か ら順 ｝：　10，9，8，
…

の 数字を つ け て 標準試料 の

Hand 　value 〔H ．V ．）と し た ．こ の 標準 を もとに 以 後の

主観判断が 実施 され ， 個人間の 基本風 合い に つ い て の

認識差 を解消 させ た 判 断 が 可 能に な っ た ．

　 同様 に し て ，品質風合 い で あ る Totan　 hand　 value

（T ．H ．V ．）の 判 断 を 5 段 階 評 価 で 行 な い ，標 準

T 且 V ．を 設定 した．良い 悪 い の 判 断 は よ り個 人の 趣

匡
　 で 触 れ る 　 　 　 基本 風 合 い （PHIHART 　 HAND）　 　 　 晶 質 【適 台 性 ｝

　 面 ，ド レ
ー

プ 　 品 頁、性 能 に 闘 係 す る布 性 格 　 　 　（TOTAL 　 HtHB ）

　 視 る 　 　 　 　 　 の 基 本 的 な い く っ か を把 碾

感 覚 デ ータ 頭 脳 内 で の デ
ー

タ 処 埋

布 の 藷 本力学 量
と表面 特性の 測定

基本 風 合 値の 算 出 T 　　H 　　＞

の 算出

図 1 熟練者に よ る布風 合い 判断の 過程分析

亥換 式　【 変換 式　Il

図 2　 布風 合い の 客観的評価 シ ス テ ム
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秋冬用 ス
ー．

ソ旭

表 1 基本風合い とそ の 定義

合風

而 1
2　 NUMER 【

血 就
定　　　　　 　幾

SmoLh皿皀ss

急 ラ玩 UR蕭 1
−
− nnJ；縣 d

　 　 　 　 ．上 三
t”ess ．

　 ’て 得 られ る 可撓性 反撮 力　弾性の ある充叟した慙
1 覧 例えば，弾力性 の ある級維 と糸 で 構成 され て い る，
そして澀度 に高 い 糸密度 の 布 の 持っ感覚，
細 （て柔 らかい羊毛締雎 からもた らされる，tSoTOPts
めらか さ，しロやかさ，柔らかさの 混 じった手触り感覚

例えばカ ノミ ヤ繊椎から得られる感覚で ，専門珸 で は，
毛質の良 さ か ら く る 柔らか さ をいう．　（曲げや わ ら か さ，
なめらか 臥 なめ らかな曲げの手触 り，す rSb ち．二 ろ

び の 良 さ，そ L て 曲げの 弾力的な 性質に よ って 判断 さ れ

る）

かさ高で 良 くこ なれたふ くよかな布 の 手触 り感覚 　 ⊂圧

縮 に弾力があ り、暖か昧を伴う厚 み 感 で 判断 される）

夏用 x一ソ地

1．KOSHI3 ほ rf匹e5s 且．KOSH冖 ．一一 一
5SHAR 「 Cri鋤 e35 粗 くて 硬 い 臓

L た 手触り感

〔主として．
租頬 の 剛 さが一

5．FUKURAMIF 閣11nes5　a且63 ．FUKU

sりrしn巳55
7．日AR 【 舶 しi．dr叩e 彊 る性質．弾

sLir ‘nヒs5

ね くて は い ね　やが の 　か ら　まれ る　しゃりしゃり

　　　布あ黠擘鰄 総 毛
現

鰡 難。

租頬 の 剛 さが こ の 感覚を肋長する）

複雑 な変形 に 対す る応答 の 測 定 は 次 の 段 階 で 当然行 な

わ れね ば なら な い 布設計へ の 応用 を 困難に す る ．そこ

で で きるだ け（1）基本的変形 に 制限す る方針を取 っ た．

しか し手 で 布を判断す る場合 は 自然 と風合い の 判断 に

適 した 変形量や 変形荷重範 囲 をと っ て い る ，そ の 範囲

は そ れ ま で あ ま り測定 した こ との ない 極低荷重範囲

で ，布の 性 質 上 非常に 測定 の 困難 な領域で ある．Jls
そ の 他 の 試験基準 は

一
部 の 曲 げ試験を 除け ぽ それ ま で

ほ とん ど強度試験 で ，これ だけ をみ て も風合 い の 関与

す る性質が い か に 注意 されなか っ たか がわ か る．各基

本変形 に 対 して   風合 い と関連す る 荷重領域 を それ ま

FUKURAM 【 と 同じ

　 弾力性 の 有無 に は開係 しな い、

味に 属す る こ とで
“
標準

”
とは お か しい との 疑問が も

た れ る か も しれ な い が，人 との 適合性 とい う点に お い

て 人 々 に は 強い 共 通 基準が存 在 す る．そ の 後，こ の

T ．H ．V ，調査 は 世界各 国 で 共通試料 を 用 い て 実施 され

た が 評価基準の 国際的な共通性が 認め られた，

　 こ れ ら標準 を 基 に し て ，選 定 さ れ た 214試料 の

H ．V ．，T ．H ，V ．の 主 観判断が 熟練者 グル ープ に よ っ て

な され ，そ の 平 均 か ら主観値 データ 乳，（i＝214）を 各

基本風合い と総合風合い に つ い て 得た．

4． 力学量の選定

　入 力 デー
タ と して の 布の 力 学量 は な るべ く風合い に

密接 に 関係す る もの が用 い られ ね ばな らな い ．しか し

で の 布物性 の 基礎研究 を基 に 選定 し た ，さ ら に 予 備研

究 の 結果，手 で 布をつ か み 調べ る際 に 布が 受け る変形

は 多 様 で，表 2 の よ うに 表面特性 摩擦特性 も含ん で全

て の 基本変形を 受け る．その どれが重要 で あるか の 選

定を す る こ と，ま た 相互 の 相 関か ら
一

部 を除去，省略

す る こ とは布 の 性質の 多様性か ら危険 で あ り，（3）全 て

を省略 な しに 測定 し布力学量特性 デー
タ とす る こ とに

した ．基 本 的 力 学 量 で あ りなが ら，強度，信 頼 性 試験

以 外 の 市販測定機 は無 く，新 し く測定装置 の 開発が 必

要 で あ っ た ．こ れ に も布物性 の 基礎研究 が 役 に た っ

た ．以 上 の よ うに し て 布力学特性値X ，一（i＝1〜16）を

冬服214点，夏服 154点 に つ い て測 定 した、

5． 変換式の 開発

力学量 を風合 い 値 に 変換す る の Ot，風合 い 値が 人 間

表 2　 基本力学量

力学量 説明 単位

一
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2　　 1　 　 0工09876543

　 風台 値 、囮朋 nVALuc （H．uj

品 質 匿

一
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〇

工監幽 事
　 　 L71

　　燈
　 （em ’’1
陬
　 　 β

　 　 2HBs
  8

寧
　 　 G
　 　 2HG

　 　 2HG5

恥
　 　 乙σ

　　燧
s肛 f副 xl

　 　 ルμ u
　 　 齟

　 5　　　　 4　　　　　 3　　　　　 2　　　　　 工

　 　 　 総 合 風 舎 い、TorAし HAHO ▼AL閣E，　r 闥 り

Zxeeエ工巳 n 【　Goed 　 Average 　　　 Fetr 　　　？eor

嘩

lin面 ty　nf］OEdlUtLte面 en 　Clirve 　 no 置
Tc 閥 江e　uagy 　 　　 　　 　 N’m （gf   ！crr　Z）
Tens皿e 　asili  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

正 就  凵i呼， mi 旦al　5（K）N

m 〔8flcm 　 or蚣皿o　bad ）　　 　　　n

oB ¢ 且 血 g呻山 ty 　 　 　　
xlo4Nm

〔gf 　Gm2’
） Hy日teresis　of　Bendi・s　 m。m。 ・ 匚　

x；0 』2N〔sf 　CuV

） Shear 　 8緬血OSs 　　　　　　 　 　　N ’m　deg．（gfJcm 　
d皀

D） Hy3 に爬sis 　of ぬ巳虹fOrce 匹t　o ．5deg．　Nlm （
ノ ） of　sheE［a

9 ］： Hy8 町面30f 　sh F。rOe　St 　5deg ．　N’m（gt

tn， Ot 　shvras

］elineuriry 　o「eDmpressionhhickUess
non巳
Urv

ビ
ODmpmssi  mal

　

e 【窮 yCemprussiOnal　res

i 己n  COOmd   し0

佃 αU【皿Maan 　devimie ロofc  

薪跏 tof 「祕 （f 「i＝tienal
ou8加邸 ） G  om 血

りu3 恤essFabr
ｸLb 」 o  駅硲

血b貞c贓3htNtm 〔

　umlM2

）

nOpoFmmmx

ym2 （ mgam2 ） 図 3 　風合 い

標準 試 料 の選
と 数値 化 Ne しus 巳 ＊　経
方 向、緯

方 向の平均を とる。 ＊＊　 EM 　 は風合 い値 の

算に 使わ な い が 他 の 用途 に

く い ら れ る ので
記

載した。 22 一
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の 判断で あ るだ け に 人間 と離れて の 純客観的方法 は 現

状 で は 不 可 能で あ る ．人 （熟練者）の 判断 の 模擬 しか

ない ．それに は イ ソ プ ッ ト （力学応答）とア ウ トプ
ッ

ト （主 観風合 い 判断結果） との 関係を 統計的方法，例

え ば 多重 回 帰式 に よ っ て 結ぶ 以外に な い ．多重 回 帰 方

式 を 定 め る の に 多 くの 方 法 を 試 み た が ，基 本 的 に は 統

計学的常識よ りも熟練者の判断法を重視し優先 し，さ

らに 応用 で の 都合 を考 え た ．例えぽ ，3 つ の 基本風合

い か ら T ．H ．V ．を導くの に ，基本風合い 間 に は 相関 が

あ る．統計的 に は 1つ の 基本風合 い を除去す る こ と も

可能 で ある ．しか しあ くまで こ の 3 つ を 同 じ重み で 取

り扱 う こ と を 原則 と した ．そ の 理 由 は ，こ の 3 つ が 相

互 に た とえあ る程度高い 相関 が あ っ て も， そ の S つ は

それぞれ が 独立 した 意味を持ち，布の 性格を捉え るの

に 必 要 と され て 使 わ れ て ぎた こ とに よ る．相 関 係数 が

0，9で あ っ て も0．1の 中に 2 つ の 布の 決定的相違を示す

もの が存在す る 可能性が あ る．む し ろ統計的多数か ら

外れ る もの に 対 して 客観判断 の 意義 が ある 場合 が 多

い ．ま た 力学量 か ら 風合い の 値 の 導出に つ い て も，3

つ の 基本風合い に は 重要度 は 違 っ て も全 て の 変形特性

が 関わ っ て い る ．1 つ の 基本変形を 無視 す る こ とは 前

述 の 場 合 と同 じ よ うに 危 険 で あ る．ま た変数相 互 間の

相関関係が 布設 計 に 役 立 つ 場 合 が多い ．回 帰方式に つ

い て の 最終的結論 は 次の よ うで ある．

　 （D力学 量 か ら風合 い 値 へ の 変換 ： ブ 卩
ッ

ク 残差回 帰

方式 を 採 っ た 1｝・3〕，16力学変数 は 表 2に 示 した 6 つ の

特性 ブ 卩
ッ ク か らな る ．主 観判断値 耳 を 各 ブ 卩

ッ
ク

毎に ブ P
ッ ク 内の 力学量 で 別 々 に 線形 回 帰 し，最 も回

帰精度 の 高 い プ ロ
ヅ ク を選 び 出す，その 回帰値を Vi

と して そ の 誤差 Yi− y，を残 りの 各 ブ ロ
ッ ク 毎 に 再 び

同様 に 回 帰 し，回 帰精度 の 最も高い ブ ロ
ッ ク の 回 帰式

を 最初の 回 帰式 に 加算 して 新 しい 回 帰式 とす る ．こ の

プ ロ セ ス を順次繰 り返 し最後の ブ 卩
ッ ク に 至 る．こ の

ブ 卩
ッ ク 順 を 保持 し つ つ ブ 卩

ッ
ク 内で の 変数 に つ い て

同様 に 残差 回帰を上 位 ブ 卩
ッ

ク か ら順 に 行 い
， 式 を 完

成 させ る．こ れ は ， 各 ブ ロ
ッ

ク が ブ ロ
ッ

ク 内の い くつ

か の 力 学 量 に よ っ て 1 つ の 力学特性 を 表 して い る の

で ，こ れ ら変数 グ ル ープ を 分 離させ ずに ま とめ な が

ら，また 力学量間 の 相関の 影響を 除去 しな が ら全力学

量を 使 う方式で ある．結果と して 次 の よ うに 線形式を

得る．

　 　 　 　 　 　 IE

　　y ＝ σ。
＋ Σ　c ，．、　　　　　　　　 （1 ）

　 　 　 　 　 t＝：1

　　 Xi ＝（Xi一脚 ／σ 、　 　 　 　 　 　 　 （2）

　　 y ： 基本風合い 値

　　 x、： ias目の 力学量 ，母 集 団 平均値，標準偏差 で

　 　 　 　規 格 化 し た も の

　　況 ： ias目の 力学量

　　M ，： i番 目の 力学 量 の 母 集 団 平 均値

　　 σ 、： i番 目 の 力学 量 の 母 集 団標 準 偏 差

C 。，C、： 定数係数，各基本風合い で 異 な る

　（2）基本風合 い 値か ら T ．H ．V 、へ の 変換 ：前述 の よ う

に 各基 本 風 合 い は 同 じ よ うに 重 要 で あ る こ と，そ れ ら

の 間に 相関は あ っ て も基本風合 い の 数 は 冬服で 3 で あ

り，相互 の 相関 の 存在 の 下 で 熟練者が判断 して い る こ

とを考慮 し単純多重 回 帰を 行 っ た ．た だ し 最適値の 存

在 を 考 え，各風合い 値 の 2 乗値 を あ らた に 変数 と して

加えた ．すなわ ち

　 　 　 　 　 　 　 　 き

　　T．・H ．・v．− c。＋Σ Zt　　 　　　　　 （3 ）
　 　 　 　 　 　 　 　 t＝且

　た だ し σ。 は 定数 ， n は 基本風合 い の 数，冬服生地

で は 3．Zkは k番 目の 基本 風 合 い の T ．H ．V ．へ の 寄 与

を表 し，

　　乙
一f（Y、，

yl）

　　　＝c
“ （v、

− M
、1）1σ、d＋ c

、t （yl
− Mm ）1σ

、， （4 ）

　　　　　　 Ys ：k 番 日の 基本 風 合 い

　　　　　 ML ： Ykの 母集団平均値

　　　　　 σ Sl ： Ykの 母集団標準偏差

　　　　　 Mm ： 理 の 母 集団平均値

　　　　　 am ： 理 の 母 集 団 標 準 偏 差

　　 CD，　Ck1，Cn ： 定数係数

　以．hの 多重回 帰解析 に お い て ，回 帰式の 予 測精度 は

必 ず し も回 帰精度 と並 行 しな い ．そ こ で 新た な試料 に

よ っ て熟練者の 主観判断 を行な い ，回帰式の 予測精度

を点検しつ つ 試行錯誤 に よ っ て 回帰方式を 決定 し た も

の で あ っ て ，必 ず しも統計 学 的 に み た と きは 最 適 で な

い か も知 れ な い が，こ う した解析は 様 々 な周 囲条 件 を

まず考慮す るの が 実用性を高め る こ とを知 っ た ．

6．　 客観判断の 精度

　 これ らの 客観判断式 は 熟練者 の 判断ば らつ きの 範囲

内の 平均値的判断 をす る ．表 3に 新 し い 試料 に 対 して

の 予 測 精度を 示 した が ，主 観判断の 平均値 に 対 して
一

様に 熟練者を 上 回 る判断能力を持つ ．ま たそ の 判 断 は

安定で 人間 の よ うに 判断の 時間的変動や ，判断 へ の 環

境の 影響な どは な い ．こ れ は しか しな が ら人間 ら しさ

が な い こ と な の で あ る が，む しろ 現在 の 近 代− 業 との

つ なぎ合わ せ に は こ の 安定性は 好都合 で ある．表 4は

12名の 熟練者の 判断に よ る基本風合い の KOSHI （こ

し） の H ．V ，で 0．5ず つ の 差 の あ る 試料 を ，熟練者が

平 成 6 年 3 月
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表 3　予測精度試験 で の 相 関係数，新規 の 試料66点 （男，
　　 秋冬用 ス

ー
ツ 地）に つ い て 実施．い ずれ も熟練者間

　 　 の 相 関係 数に よ りD．1程 度高い

KOSHlNUM 旧RIFUKURAMlT ．H．V．

予測値と主観判断値＊
との相 閲係 数

0、93D0 ．793 駄 783o ．753

＊　熟隷者 10名 の 平均値

表 4　7 試料 の 異な る 条件 下 で の 基本風 合い KOSHI の 風

　 　 合い 判 断．高い H ．V ．値か ら順 に 1，2，3 の 順 位 を付

　 　 け て い る

熱練惹 A と B の評価による順位付 け 客観評価に よる順位

膩 科 日Ψ A噂1　　 A−2『　 A−3 臼一呈　　 B−z

四 z7 ，L1 　　　 3　　　 1l 　　　　 L 1
讐066 ．5z 　　　　 1　　　 34 　　　　 4 2
さ296 ．04 　　　 1　　　 42 　　　　 2 4
糠515 ．43 　　　 2　　　 L3 　　　　 a 3
害605 ．o6 　 　 　 　 5　 　 　 　 45 　 　 　 　 巳 5

婁774 ．55 　　　　 5　　　　 56 　　　　 5 5
事874 ．o7 　 　 　 　 7　 　 　 　 77 　 　 　 　 7 7

6

5

4
　
　

3
　

　

　

　

2

（
斑

騷

芭
＞

a

1

HV ； 10人の熟練者に よ る評伍の平均値

A −1，B−1 ； 7 つ の 試料 を注意深 く評価 して 順位ずけた もの

A ・2，B−2 ； 同上の操作を 1箇月後に再度行った結果

A・S　 　 ；他の 214試料 と混 じて評価したとき （同順位 も混じって いる）

r1

栂工NTER 　SU 工Vt 　

R＝O．73’7
’

s） ＝o．511

　 　 　 　 ／

　　　乙
　 　 ／

／　 　 　
／ 　 ．　 、 ／ 贓 者閏 ば ら つ efl 囲

　 　 　 ．　°　 ／

　　　
° ’

／

　　　　／
　

’
　 ／

判断 し，順位 を付けた もの で ある ，同
一

人が 1週間後

に も う
一

度 同 じ判 断 した と ぎ，多 くの 試料 と混 じ っ た

状態 で 判断 した と き ， 判断者 B の 判断 ， な ど の 場合

と，客観判断の 結果を 示す，客観判断は時間の 経過や

そ の 他 の 条 件 に 影 響 を 受 け な い ．一
方 主 観 判 断 は 個 人

差，不安定性 ，い ろ い ろ の 揺らぎがあ る．こ の 人間 ら

しさが人 間 の 進歩 を もた らす原 動力 と思 うが，また こ

の 不 安定性 が，技 術 者た ちが風 合 い を捉 え 所 の な い も

の と し て 技術 の 対象か ら外す理 由 と もな っ た．今の 段

階 で は 安定 な 客観判断が どうして も必 要 で あ る．特 に

品質 の 判断の T ．H ．V ．判断 は 熟練者 の 間 で も大ぎ くば

らつ くが ，図 4 の よ うに 客観判断 は その 平均値 に 近 い

値を よ く予測す る．

7． 終 わ り に

　近代科学 は物事を細分化 しその 原理 を 追及す る．し

か し 人間 の 判断過程を み る と，い ろ い ろ の こ とを総合

的 に ま とめ て 判断す る 総合化 で ある ．基本風合 い ，総

合風合 い の い ずれ もそ うで あ っ た，近代科学の 教育 を

受け た もの に は こ の 総合方式が曖昧で 大雑把に み え，

非科学的 と考 え がち で あ る．しか し人間は 細分化 した

0　 　 12 　 　　
’
3　 　　 4

田騨 （ 主 観 法）

図 4　 主観判断 と客観判断 との 相関図．秋冬 ス
ー

ツ 地 で ，
　 　 主 観 値 は 8 人 の 熟 練 者 の 平 均 判 断 均 値

研究が 進 ん で もそれ らか ら行動す る ため の 結論が 出な

い 限 り次 の 行動が 出来な い ．多くの 曖昧 さを 抱え た ま

まで も次 の 行動 の た め に 瞬時に 1 つ の 総合的判断を 下

す．こ れ が 人 間 の 判断で あ り風 合 い の 判断 で あ っ た ．

こ の 両者の 差 に筆者 は 次の 世代の 研究方向を感じる．

　以上の 風合 い の 客観評価 シ ス テ ム は 細分化方式 の 延

長線 に あ る現代技術 に 広 く応用 され 成果を 生 ん で い

る．風合い の 設計が 可 能に な り，単期間で 品質の 高 い

製品が 開発 で きる よ うに な っ た ．何が 良い 品質をもた

ら すか ，予測や 分析 が 可 能に な っ た か ら で あ る．基本

的な力学量を接点 と し た こ とは 現代 の 研究 シ ス テ ム へ

の 容易な直結 を可能に した．現在，こ の 風合 い 評価 シ

ス テ ム は ，KESF シ ス テ ム と呼 ば れ る 力学量 測定 シ ス

テ ム と共に 広 く世界 で 応用 されて い る ，
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