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（要約）

　衣生活学習 に お い て 衣服管理 と購入 ・着用を関連づ けて 学習 し、衣 生活全体 へ の 関心を高 め る た めの 授業展開

を検 討 す るた め の 資料 を得 る こ と を 目的 と し、女 子 短大生 の 「選 択 ・購入 」、「使 用 ・着用 」 とい う被服 行動 の 傾

向を 「被服 行動尺 度」 を も ちい て 調 査 を行 っ た。結果 と し て 、流行性 を重視す る傾 向 が 強い ほ ど、経済性 に は マ

イ ナ ス の 影響が ある。機能性 と適切性 に は相 互 に 高い 関連を示 し た。衣服 管理 の た め の 取 り扱い 絵表示 の 理解や

衣服購入時で の 衣服管理考慮の 有無が 機能性や適切性の 行動様式 に影響を与 えて い た。
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は じめに

　現代 の 生活 は家庭内だ けで 処理 で きる こ とが少な くな り、家庭 生活 、っ ま り衣食住 、保 育・介護 な ど

は 公 私 の サ ービ ス な しで は成り 立 た たず、家庭 生活 は社会化
・外部化 が 進展 して い る。と くに 被服 は 、

戦後 の 合成繊維 や縫製機器な ど の 科 学技術 の 進 歩や寸法 の 規格化、既製 服 産業 の 躍進 に よ り、私たちが

日 常着 る 衣服はそ の ほ とんどが購入 した既製服 で あ り、衣服 を家庭内 で 製作す るの は極小数派 とな っ て

い る。また、大量生産 ・大量消費に より補修・修繕す ら行わ れ な い 家庭も多くな っ た。

　
一
方、家庭科 の 中

・高等学校の 衣生活 学習に お い て も、社会 の 変化や男女共修の 実施 に よ り、か つ て

は 技能習得 の 割合が多か っ た被服学習は 見直 され、結果 として 時間数 の 減少や選択化 によ りそ の 学習内

容 が縮小 され て い る現状 が ある。

　そ の よ うな生活現状 と教育環境に あ る学生 に 対 し て 、介護福祉士 と して 、高齢者・障害者 の 衣生活 を

総合的 に 理解 し支援す る ため の 能力 を養成す べ き衣生活学習はそ の 内容や展開 の 精査 が 必 要 となる。

　筆者は前 報
1

で 、介護 福祉 士 養成教育 に お け る衣服管理 の 授業検討 の た め に 大学生 の 衣服管理 の 意識

と実態を 調 査 し、取 り扱い絵表示 へ の 関心 の 育成が衣服管理 の 意識形成や実践 へ の 有効な手 段 とな る こ

とを導き出 し た 。 さらに、課題 と し て 衣生活全体 の 関心 ・理 解を深 めるためには、衣服管理 と着用や購

入 との つ な が りを気 づ か せ る こ と の 重要性 も考慮 し なけれ ば な ら ない こ と を報告 し た。

　 そ こ で 本報 で は 、介護福祉士養成教育の衣生活分野で の 衣服管理を中心 と した授業内容を構築する た

め に 、「選択 ・購入 i、「使用 ・着用 （消費）」 の 2 つ の 側面 に 着 目 した被服行動 尺 度調査 に よ り、学生 の

被服行動 の 傾向を知 る こ と を目的と し て 行 っ た。
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1 ．調査対象及び調査方法

　本学子 ども学科に 在籍す る 1 年女子学生 （160名、平均年齢i8．3± O，48歳）に 2007年 6 月、 2 年女子

学生 （112名、平均年齢 19．6± 0．55歳）に2007年 10月 に調査を行 っ た。そ の 中の 有効回答者 （1 年生 157

名、 2年生 109名 、計 266名） にっ い て分析対象 と した 。 調査 は授業時間を利用 し て 、自記 式 で 実施 し た。

2 ．調査項 目及び分析方法

　質問 紙 に は 被 服 行動全般 に つ い て の 尺度 を測定で き る、永野 （1994）
2

の 「被服行動尺度 」 を用 い た。

こ れ は 4 つ の 被服行動次元、衣服 の 流行 に 関す る 「流行性 」、衣服 の 機能性 、快適性 に 関する 「機能性 」、

衣服 の 社会的な適切 さに 関する 「適切性 」、衣服 の 経済性 に関する 「経済性 」 か ら構成 され 、個人 が示

す恒常的な被服行動 の 傾向を測定する こ とが で きるもの で ある。 4 つ の 尺 度に 各 5 項 目 の 計 20項 目 に 対

し て 日常の 衣服に 関する 行動 傾向に つ い て 「全 くあて は ま らない 」 か ら 「非常に よくあ て は ま る」 の 7

段 階 の 評定法 に よ り評定 させた。調査に際し て は 、尺 度名を削除 し、ラ ン ダ ム に並 べ 替 え て質問紙を作

成 し た 。 なお、 1 年生に関 して は衣服管理 ・購入 に関する質問紙調査 も行 っ た。質問項 目は 「洗濯等 の

衣服 の 管理 に つ い て の 学習を した か 」 （以下、学習経 験）、「洗濯 を自分 で す るか 」 （管理 実践）、「取 り扱

い 絵表示 の 内容を理解 して い る か 」 （表示理 解）、「服 の 購入 時 に着用 後 の 管 理 を 考慮す る か 」 （購入管理

考慮）の 4 項 目に つ い て 2 〜 3 選択 肢 で 、さ ら に 、「流行 ・機能性 ・社会 的適切 さ ・経済性 ・着用後 の

管理 」 の 5 項 目で 服 の 購入 時に重視する順位を回答 させ た 。

　被服行動尺 度調査 の 集計で は 、 項 目 ご とに 「全 くあて は ま ら な い 」 を 1 点 、「非 常 に よ く あ て は ま る 」

を 7 点 と して 、 5 つ の 項 目の 得点を単純合計 し尺度の 得点 と し た 。 各尺 度 の得点範囲は 5〜35点 となる。

さらに 4 尺度 間 の 関連、お よ び 衣 服管理 と の 関連 を分析 し た。なお、分析 に は 統計 ソ フ トSPSS11 ．5

を用 い た。

結果およ び考察

1 ．被服行動尺度の結果

　各尺度と項 目の 得点平均値と標準偏差 の 結果 と学年 の 比較 を表 1 に 示 した。20項 目中で、 5 点以 上 の

肯定的な回答結果は 、「丈夫で 長持 ちす る服 が よ い 」 の 衣服 の 品 質に 関わ る 機能性 と、 「不 謹慎だ と思わ

れ る 服装は しな い 」、「そ の 場 に合っ た 服 と い うもの は 必 要で あ る と思 う」、「そ の 時 の 仕事 の 内容 に ふ さ

わ し い 服装をする よ うに して い る 」 の 着用 に 対す る適切 さや外見に関 わ る 3 項 目が該当する とする得点

で あ っ た 。 3 点以下の 否定的 な回答結果 は 経済性 の 「百貨店やブ テ ィ ッ ク よ りは ス ーパ ー
マ
ー

ケ ッ トで

服 を買 うこ とが多い 」 の 購入 で多 くない とす る もの で あ っ た。特 に衣服 の 身だ しなみ の 適切 さに つ い て

の 関 心 の 高 さ が うか が え た。ま た 、短期大学入学 2 ヶ 月 目の 1 年生 と 1 年 6 ヶ 月経た 2 年生 で の 学年比

較に お い て 、 4 つ の 尺 度 で は 有意差はみ られな か っ た が 、「そ の 場に合 っ た服装は 必要 」、「仕事 の 内 容

に ふ さわ しい 服装 をす る」 の 適切性尺度の 2 項目 で 2 年生が有意 に高 い 値 を示 し た。小林
3

に よ る と若

者 は 性別や年齢 、し きた りに こ だ わ らず、自由 に衣服 を着 こ なす傾向が 強く、高齢者 は 服装規範 を重視

す る傾向 に あ り、着装規範の 重視度 は年齢 による影響 が 大きい 。また規範 の 受容 は 経験 に よ る着 装 の 意

識 と行動 の 基 準 が 大 きな要因 と な る こ とか ら、今回 の 着用行動 の 適切 さへの 重視 の 差は、教育実習や保
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育園 ・施設実習の 経験 を含 む保育者養成教育 によるとこ ろも大 きい と考え られ る。

　　　　　　　　　　　　　　　　 表 1 ．被服行動尺度 と学年による比較

被 服 行 動 尺度 ・項 目 全体
平均 得点 （標 準偏差）

1 年生 　　 　 　 2 年 生 検定
n

＜ n ＞ ＜ 266 ＞ ＜ 157＞　　　　　　　　＜ 109 ＞

流 行 性 尺 度 （5嗅 目） 2 ．2（5．68） 19．9 （5．28）　　　　　20．6（6．22） n．s．
・最新 フ ァ ッ シ ョ ン を知 る た め に 多 くの 店 を ま わ る 4．3 （1．55） 4．2（1．38）　　　　　　　4．5（1．75） n．s．
・最新 フ ァ ッ シ ョ ン を着 る よ うい つ も 心 が け る 3．8 （1．36） 3．7（1．30）　　　　　　　3，8（1．36） n，s，
・今 はや っ て い る フ ァ ッ シ ョ ン に つ い て よ く知って い る 3．9 （1．29） 3．8（L28 ）　　　　　　3，9（L 　30） n．s．
・フ ァ ッ シ ョ ン 雑誌 をよ く読む 4．8 （1．72） 4．7（1，66）　　　　　　4．8（1．82） n．s．
・人 と区別す る個性 的 な 流行 の 服 を着 る 3．5 （L30 ） 3．5（1．22）　　　　　　　3．5 （1．41） n．s．

機 能 性 尺度 （5 項 目） 20．1（4．29） 20．1（4．26＞　　　　　　20．2 （4．37） n．s，
・デザイン より着 用時の 動 きやす さ重視 3，7 （1．25） 3．8（1．28）　　　　　　　3．7（1甲20） n．s．
・
保 温性 や 通 気性 の 良い 服 を選 ぶ 3．7（1．32） 3．7（1．30）　　　　　　　3，8 （正r36） n．s．
・華美 よ り機 能性 を重視す る 3．8 （1．00） 3．8（1．15）　　　　　　　3．8（1．26） n．S．
・吸湿性 の 良い 生 地 の 服 を選 ぶ 3．8（1．20） 3、8（0．99）　　　　　　3．9（1．OO） n．s．
・丈夫で 長持 ちす る服 が よい 5．1（1．22＞ 5．1（1．21）　　　　　　　5．1（1．24） n．s．

適切性尺 度 （5 項 目） 25．2（4．00） 24．9（4．21）　　　　　25．6（3．66） n ．s、
・不謹慎だ と思 われ る服装 は しな い 5．2（1．40） 5．1（1．40）　　　　　　　5．3（1．39） n ．S．
・
そ の 場に 合 っ た服 装 は必要 6．1（0．98） 6．0 （1．01）　　　　　　6．2（0．91＞ ＊

・仕事 の 内 容 にふ さわ しい 服装 をす る 5．4（1．06） 5．2 （弖．09）　　　　　　　5．7（0．97） ＊ ＊

・人が場違い な服装 を して い るの を見るの は耐 え難 い 4．6 （1．43） 4．7（1．46）　　　　　　4．6（1，41） n．S．
・着用 す る服 が社会的 にふ さわ しい も の か考 える 3．8（1．57） 3，9 （1．34）　　　　　　3．7（1．29） n．s．

経 済 性 尺 度 （5 項 目） 17．7 （4．08） 17．5（4．38＞　　　　　18．1（3．58） n．s．
・安 けれ ば気 に 入 らな くて も買 う 3，3 （1．57） 3．1（1．60＞　　　　　　　3．5（1，51） n．S．
・百貨 店や ブテ ィ ッ ク よ りス

ーパ ー
で服 を 買 う 2．3（1．5D） 2．2（1．40）　　　　　　　2．4（1．62） n．S．

・多少値段 が 高 くて も品 質の よい 衣 服を選 ぶ 4．1（1．33） 4．0（1．41）　　　　　　　4，2（1，19） n．S．
・高価 な服 は 必 要な い 4．2（1．30） 4．1（1．33）　　　　　　　4．2 （1．26） n．s．
・どんなに気 に 入 っ て も高けれ ば買わない 3．9 （1．57＞ 3．9（1．61）　　　　　　3，8 （1，50＞ n．s．

1〕
t 検 定　 ＊ P ＜ 0，D5、＊ ＊ P く 0．Ol、＊ ＊ ＊ P く 0．001

　各尺度の得点合計 平均値と標準偏差 （（ ）内）は永野 の 女子大学生 （n ＝431）の 調査結果 （1994年）
2

で は 、流 行性 20．　7 （5．31）、機能性 23．8 （3．　98）、適切性26，7 （4．16）、経済性14．5 （4．09）とあ り、今 回

の 調査はそれ よ り機能性が 3，7点低く、経済性で は 3．2点高 くな っ たが、大き く異な る結果 で はな か っ た 。

　　　　　　　　　　　　　表 2 ．被服行動 尺 度 の 平 均値
・
標準偏差 と相関関係

平 均値 　 　　 　 標 準偏差 α 機 能性 尺度 適切性尺度 経済性尺 度

流行性尺度

機 能性尺 度

適切性尺 度

経 済性 尺 度

20．2　 　 　　 　 　 5．68

20．1　 　　 　　 　　 4．29

25．2　 　 　　 　 　 4．00

17．7　 　 　　 　 　 4．08

0．8430

．7610

．6380

．653

0．004 0．1250

．363＊＊

一
〇．255＊＊

0．224＊＊

0．059

注）検定 　 　＊ P 〈 0．05、＊ ＊ P ＜ 0．01、＊ ＊ ＊ P ＜   ．001　 　 n ＝266

　各尺度 の 相関 関係 を み た結果 を表 2 に 示 し た 。 流行性 と経済性 に は 負 の 相 関が認め られ 、機能性 と適

切性 、および経済性に 正 の 相 関が認め られ た。適切性 と経済性 、流行性 と機能性、適切性に は相関は な

か っ た。各尺度 の 特徴 を み る た め、平 均 得点 の 上 位25％を 高群、下位25％ を低群 と して 2 群間 の 質 問項

目の 結果を 比 較 した結果を表 3 〜6 に 示 し た 。

　流行性 尺 度 で は 、機 能性 、適切性 で は 有意 な差 は 認 め られず 、経済性尺度 の 「百貨店やブ テ ィ ッ ク よ

りス
ーパ ー

で 服 を買 う （5 ％水準）」 「高価 な服 は必 要な い （0．1％水準）」、「ど ん な に気に 入 っ て も高け

れ ば買 わ ない （5 ％水準）」 の 項目で 高群の ほ うが低群よ り有意に低 い 値を示 した 。

　機 能性尺度 の 高 い 群 は、適切性 の 5 項 目す べ て で 有意 （O．1％水準）に 高い 得点を 示 し た。ま た 、経

済性の 「高価な服 は必 要ない （1 ％水準）」、「ど ん なに気に 人 っ て も高ければ買わない （5 ％水準）」 の

2 項 目で有意差が認 め られた。
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表 3 ．流行性尺度 の 高群と低群の比較

被服行 動尺 度
平 均得 点 （標準 偏 差 ）

高 群 　　　　　　　　　　低群 　　　　　　検 定
D

＜ N ＞ ＜ 56＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈 65＞

流行 性 尺 度 （5 項 目） 27，4 （2．22）　　　　　　　　　　　　　　　12．3 （3．00 ）　　　　　　　　　　＊　＊　＊

・最新 フ ァ ッ シ ョ ン を 知 る た め に 多 くの 店 を ま わ る 5，8 （G．91）　　　　　　　　　　　　　　　　2．6（1，26）　　　　　　　　　　＊　＊　＊
・最 新 フ ァ ッ シ ョ ン を 着 る よ うい つ も心 が け る 5．4 （0．75）　　　　　　　　　　　　　　　　2．3（0．96）　　　　　　　　　　＊　＊　＊
・今 はや っ て い る フ ァ ッ シ ョ ン に つ い て よ く知 っ て い る 5．2 （0．66）　　　　　　　　　　　　　　　　2．4（0、99）　　　　　　　　　　＊　＊　＊
・フ ァ ッ シ ョ ン 雑 誌 を よ く読む 6．4（0．78）　　　　　　　　　　　　　　　　2．7（1．38）　　　　　　　　　　＊　＊　＊
・人 と区別 する個性 的な流行 の 服 を着 る 4．6（1．14）　　　　　　　　　　　　　　　　2．3（1．Ol）　　　　　　　　　　＊　＊　＊

機能 性 尺 度 （5 項 目） 19．8（5．01）　　　　　　　　　　　　　　　20．3（5．0璽）　　　　　　　　　　　n．s．
適切性尺度 （5 項 目〉 26．2（3．33＞　　　　　　　　　　　　24．6 （5．33）　　　　　　　　　n．s．

・仕事 の 内容 に ふ さ わ しい 服装 をす る 5，8（0．79＞　　　　　　　　　　　　　　　　5．3 （1．33）　　　　　　　　　　　　　＊
経済性 尺 度 （5 項 目〉 16．9（4．67）　　　　　　　　　　　　19．0 （3．90＞　　　　　　　　　＊ ＊

・百貨店や ブテ ィ ッ ク よ りス ーパ ーで 服 を 買 う 1．9（1．42）　　　　　　　　　　　　　　　　2．6 （1，76）　　　　　　　　　　　　　＊
・高価 な服 は必 要 ない 3．8（1．35）　　　　　　　　　　　　　　　　4．7 （1．33＞　　　　　　　　　　＊　＊　＊
・どん な に気 に入 っ て も高 けれ ば 買わ な い 3．4（1，68）　　　　　　　　　　　　　4，2 （1，69）　　　　　　　　　　＊

一｝
L〕
　 t 検 定 　＊ P ＜ 0，05、＊ ＊ P ＜ 0．01、＊ ＊ ＊ P 〈 e．00】

　　　　　　　　　　　　　　　　表4 ．機能性尺度の高群と低群の 比較

被服 行 動尺 度
平均得点 （標準偏差）

高群　　　　　　　　　　低群　　　　　　 検定
n

＜ N ＞ ＜ 71＞　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 69＞

流行性尺度 （5 項 目） 20．0（6．30）　　　　　　　　　　　　　　　19．4（6．52）　　　　　　　　　　　n．s．
機 能 性 尺 度 （5項 目） 25．4（2．34＞　　　　　　　　　　　　　　　15．0（2．76）　　　　　　　　　　＊　＊　＊

・デザイ ン よ り着用時の 動 きやす さ重視 4．8（1．08）　　　　　　　　　　　　　2．8（0．98）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・保 温 性 や 通気 性 の 良い 服 を選 ぶ 5．1（0．92＞　　　　　　　　　　　　　2．5（1．Ol）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・華美 よ り機能性 を重視す る 4．6（1．56＞　　　　　　　　　　　　　　　　2．9（0．78＞　　　　　　　　　　＊　＊　＊
・吸湿 性 の 良い 生 地 の 服 を選 ぶ 4．9（0．97　　　　　　　　　　　　　　2．6（0．88）　　　　　　　　＊ ＊　＊
・丈夫で 長持 ちす る服が よい 5，9（0．91）　　　　　　　　　　　　　　　　4．3（1．37＞　　　　　　　　　　＊　＊　＊

適切 性 尺 度 （5 項 目） 27．1（3．66）　　　　　　　　　　　　　　　23．3（4．55＞　　　　　　　　　　＊　＊　＊
・不謹慎だ と思わ れ る服装は し ない 5．6（1．32）　　　　　　　　　　　　　　　　4．7（1．58）　　　　　　　　　　　＊　＊
・
そ の 場 に 合 っ た 服 装 は必 要 6．4 （O，75）　　　　　　　　　　　　　5，8（1．18）　　　　　　　　　＊　＊

・人が 場違い な 服装 を して い る の を見 る の は 耐え 難い 5．0（L45 ）　　　　　　　　　　　　　　　　4．4（1．60）　　　　　　　　　　　　＊

・
仕 事の 内容 にふ さわ しい 服 装を す る 5．9（0．97）　　　　　　　　　　　　　5，1（1．20）　　　　　　　　＊　＊ ＊

・着用 す る服 が 社会 的 にふ さわ しい もの か 考 え る 4、3（L31 ）　　　　　　　　　　　　　　　　3．2（1．35）　　　　　　　　　　＊　＊　＊

経済性 尺 度 （5 項 目） 】9．5（4．29）　　　　　　　　　　　　17．4（4．07）　　　　　　　　　＊　＊
・高価 な 服は必 要な い 4、7（1．56）　　　　　　　　　　　　　　　　3．9（1，41）　　　　　　　　　　　＊　＊
・

どん なに 気 に入 っ て も高け れ ば買 わない 4，4（1．69）　　　　　　　　　　　　　3．8（1．66）　　　　　　　　　　＊

1）

　 t 検定 　 ＊ P く 0．05、＊ ＊ P く 0．Ol、＊ ＊ ＊ P く O．001

　適 切性 尺 度 で は 衣服 の 適切 さを重視 す る と、機能性や快適性 を重視す る傾 向が高 く な る が 、流行 へ の

関 心 や経済性 の 重視には差 がない 。ただ、「百貨店やブテ ィ ッ クよ りス ーパ ー
で 服 を買 う （1 ％水準）」

で は 適切性 の 高い 群が高得点 とな っ た。機能性 で は有意差 （0．1％水準）が認め られ 、「衣服 の デ ザイ ン

よ り動きやす さを重視 （5 ％水準）」 と他 の 4 項 目 は 0．1％水準 で 適切性 の 関心が高い ほ ど機能性 の 重視

が高 くな っ た。

　経済性尺 度 の 高群は 低群よ り 「衣服の デ ザ イ ン よ り動 きやす さを重視 （5 ％水準）」、「保湿 性や 通 気

性 の 良い 服 を 選 ぶ （5 ％水準）」、「華美よ り機能性を重視 （0．1％水準）」 の 機能性 尺 度 項 目 が有意に 高

い 得点 を示 し、「はや っ て い るフ ァ ッ シ ョ ン を 知 っ て い る （1 ％水準）」、「フ ァ ッ シ ョ ン 雑誌を よ く読む

（0，1％水準）」 の 流行性 尺 度項 目 で有意 に 低 い 値を示 した。ま た 、経済性 尺 度 の 項 目 中 で 「多少 値 段 が

高 くて も品質の よい 衣服を選ぶ 」 の み高群 と低群 で の 有意な差は認 め られ なか っ た。機能性 よ りも経済

性 が購入決定 の 大 きな影響 となっ て い る こ と も考え ら れ る。

　 こ れ ら よ り学 生 の 被服行 動 の 特徴は 、衣服 に お け る 流行 に つ い て 関心 が高 い ほ ど、雑誌や店舗 を見 て

回 り情報を得る こ との努力 を惜 しまず 、 新 しい 流行を取 り入れ る こ とに積極的 で あ り、衣服購入時に購
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入店舗や流行にあ っ た衣服 で ある こ とが優先 され、経済性 の 重視度 は下がる。一
方、衣服 の 品質や機 能

性 、快適性 の 重視傾 向 と衣服 の 身 だ し なみ の 適切 さ に つ い て の 関 心 に は 高 い 関連 が み ら れ た。ま た、機

能性を重視する も の は購入 時 の経済性も重視する傾 向が み られ た 。 衣服 の 機能性を重視する こ と は衣服

に 対す る 意識 は 高 く、知識 へ の 関心 も高 い も の と考 えられ る。中川
4

は 社 会性 を気 に す る 女 子 大生 は し

きた りを重 ん じ流行 に消極的 で あると して い るが、今回 の 調査 で は身だ しなみ の 適切性 と流行 へ の 関心

と の 関連は特に み られなか っ た。衣服 の 品質や機能 ・着用時の快適 さに関する意識 の 高低が、衣服 の 選

択 ・購 入 や着装に 関 連す る行 動 の ひ と つ の 要 因 と な っ て お り、被服 素材や機能性 な ど の 適 切 な知識 ・技

術 を学習に よ り獲得す る こ とで 被服行動 の 機 能性次 元 の み で な く、社会性や経済性 の 傾 向にも影響 を与

えるもの と考え られ る。

　　　　　　　　　　　　　　　　 表 5 ．適切性尺度と高群と低群の 比較

被 服行 動尺 度
平均得点 （標 準偏 差）

高群　　　　　　　　　　低 群　　　　　　検定
9

＜ N ＞ ＜ 69 ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈 60＞

流行性尺 度 （5 項 目） 20．5　（6．22）　　　　　　　　　　　18．7　（5．43＞　　　　　　　　n．s．
機 能 性 尺 度 （5 項 目〉 22．2　　（4．37）　　　　　　　　　　　　　　17．6　　（4．57＞　　　　　　　　　＊　＊　＊

・デザイ ン よ り着用 時の 動 きやす さ重視 3，9　　（1，27）　　　　　　　　　　　　　　　3．5　　（1．24＞　　　　　　　　　　　　＊
・保 温 性 や 通 気 性 の 良い 服 を選 ぶ 4．2　　（1，38）　　　　　　　　　　　　　　　3．0　　（1．31）　　　　　　　　　＊　＊　＊

・華美 よ り機能性 を重視す る 4．2　（1．12）　　　　　　　　　　　　3，4　（1．14）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・吸湿 性 の 良い 生 地 の 服 を選 ぶ 4．1　（1．33＞　　　　　　　　　　　　3．3　（1．22）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・丈夫 で 長持 ちす る服 がよ い 5．8　　（1．13＞　　　　　　　　　　　　　　　4．4　　（1．32）　　　　　　　　　＊　＊　＊

適切性 尺 度 （5 項 目） 30，0　　（1．91）　　　　　　　　　　　　　　20，0　　（2．76）　　　　　　　　　＊　＊　＊
・
不 謹 慎 だ と思 わ れ る服 装 は しな い 6，5　（0．74）　　　　　　　　　　　　3．9　（1．35）　　　　　　　　＊　＊ ＊

・そ の 場に合 っ た服 装は 必 要 6．7　　（0．54）　　　　　　　　　　　　　　　5，4　　（1．26）　　　　　　　　　＊　＊　＊
・
人 が 場違 い な服 装を して い る の を 見 る の は 耐え難 い 5．8　（1．12）　　　　　　　　　　　　3．4　（1．42＞　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・仕事 の 内容 に ふ さわ しい 服装を す る 6．2　（0．80）　　　　　　　　　　　　4．6　（1．11）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・
着用 す る服 が社 会的に ふ さわ しい もの か 考える 4．9　（1．15）　　　　　　　　　　　　2．9　（1．11）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

経済性 尺度 （5 項 目） 18．3　（4．87＞　　　　　　　　　　　17，6　（4．06）　　　　　　　　n．s．
・

百貨店やブテ ィ ッ ク よ りス ーパ ー
で 服 を買 う 2．29 （1．44＞　　　　　　　　　　　　1．55（0．76）　　　　　　　　 ＊ ＊

1）

　 t 検定 　＊ P く0．05、＊ ＊ P ＜O．Ol、＊ ＊ ＊ P 〈 O． 01

　　　　　　　　　　　　　　　　表 6 ．経済性尺度と高群と低群の 比 較

被服行動尺 度
平均得点 （標準偏 差）

高群　　　　　　　　　　低群 　　　　　　検 定
P

＜ N ＞ 〈 65＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈 72＞

流行性 尺 度 （5 項 目） 18．5（6．62＞　　　　　　　　　　　　21．3（5．11）　　　　　　　　　＊ ＊

・今 はや っ て い る フ ァ ッ シ ョ ン につ い て よ く知 っ て い る 3．5（1．49）　　　　　　　　　　　　　　　　4．1（1．24）　　　　　　　　　　　　＊　＊
・フ ァ ッ シ ョ ン 雑誌 をよ く読む 4，2（1．95＞　　　　　　　　　　　　　5，4（1．46＞　　　　　　　　＊ ＊ ＊

機能性尺 度 （5項 目〉 21．6（4，94）　　　　　　　　　　　　　　　19．1（4．36＞　　　　　　　　　　　＊　＊
・デザイ ン よ り着用 時の 動 きやす さ重視 4．0（1．35）　　　　　　　　　　　　　3．5（1．32＞　　　　　　　　　　＊

・
保 温 性 や 通 気 性 の 良 い 服 を選 ぶ 4．0（1．63）　　　　　　　　　　　　　3．4（1．24）　　　　　　　　　　＊

・華美 よ り機能性 を重視す る 4．2（0．98）　　　　　　　　　　　　　3．5（1．03）　　　　　　　　＊　＊ ＊

適 切性 尺 度 （5 項 目） 26．0（4．71）　　　　　　　　　　　　25．4（4．58）　　　　　　　　　n，s．
経済性尺 度 （5 項 目） 23、1（1．84）　　　　　　　　　　　　12．9（2．35）　　　　　　　　＊　＊ ＊

・安けれ ば気 に入 らな くて も 買 う 4．5（1．44）　　　　　　　　　　　　　2．0（1．22）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・百貨店や ブ テ ィ ッ ク よ りス
ーパ ー

で服 を 買 う 3．7 （1．79 ）　　　　　　　　　　　　　1．3（0．62）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・多少値段 が高 くて も品質 の よい 衣服 を選ぶ 4．2（1．48）　　　　　　　　　　　　　3．9（1．62）　　　　　　　　　n．s．
・高価 な服 は必 要 な い 5．4（1．10）　　　　　　　　　　　　　3．3（1．24）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・どん なに気 に入 っ て も高ければ買わない 5，3（藍．31）　　　　　　　　　　　　　　　　2，5（1，27＞　　　　　　　　　　＊　＊　＊

1 ）
　 t 検定 　＊ P 〈 0．05、＊ ＊ P 〈 O．Ol、＊ ＊ ＊ P ＜ 0．001

2 ． 1 年生 の 衣服管理 の 調査 の結果

　1 年生 の 衣服管理 に 対 する 実態 を知 る た め に 学習経験 、 管理実践 、購入 管理考慮 、表示理解 の 4 項 目

に つ い て 調 査 を行 っ た 結果 を図 1 に示 した （n − 135）。学習経 験は80％が有る として い るが 、洗濯等 の
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衣服管理 を 自分で 行 う者や衣服を購人す る と

きに着 用後 の 手入れな どの 管理 を考慮す る者

は半数 で あ っ た 。取 り扱 い 絵表 示 へ の 理解 は

あ る とする者は そ れ に 比 べ て 85％と多か っ た 。

こ れ まで の 学校教育 で の 衣服管理学習が現在

の 実践 に 結 び つ い て い な い が 、取 り扱い 絵 表

示 に 対する 認知度は高い と し た筆者の報告
1

と同 傾 向 で あ っ た。

　また、衣服購入時 の 考慮項 目順位 の 結果 を

図 2 に 示 し た。経済性を 1位 とする者が37，8

％ で 最も高く、つ い で 流行 と機能性 が 27．4％

で あ っ た 。 こ の 3 項 目で 60％ が 1 ・2 位 を占

め た。適切性 は 3 位 にあげた もの が もっ と も

多 く45．9％ で あ っ た 。管理 は 5 位に あげる も

の が 65．2％で 、購入時 で の 考慮項 目と して の

優先順位 が 低 く、重視 され て い ない 現状 が こ

こ で もみ られた。

学習経」

管理 実践

購入管理 考慮1

励 □ 無 L

　 　 　
表 示理解 、
　　　
　 　 O咒　　　　10覧　　　20鷲　　　30％　　　40 ％　　　50監　　　6e咒　　　10＄　　　80臣　　　9G覧　　　100駈

　 　 　 　 　 図 1．衣服管理調査の結 果　　　　　 　　
n ；135

流行
「

機能性

適切 さ

経済性
1

3 ．衣服 の 管理 に 関する現状 と の 関連

管理
…

≒彎 攣
／ 〆 ／ ÷ ．

／ 冫
Oli　　　　TO％　　　

．20妬　　　　30M 　　　　40％　　　　50S　　　　60n　　　　70覧　　　　80％　　　　90×　　　100X

　　 　　　 図2．衣服購 入 時考慮項 目の 順位　　　　　
n＝135

　 2 ．で の 1年生 の 衣服管理 の状況 と被服行動の 関連 を み た結果を表 7 〜10に 示 し た 。 衣服管理 の学習

経験 で は、4 尺度 で は経済性尺度 に の み有意差 （5 ％危 険率） が あ り、「安けれ ば気に人 らな くて も買

う （5 ％危険率）」 「ど ん な に 気 に 入 っ て い て も高け れ ば買 わ な い （1 ％ 危 険率 ）」 の 2 項 目 と機能 性 の

「保湿性や通気性の 良い 服を選 ぶ （5％危険率）」 で学習有 りが高くな っ て い る 。 中 ・高等学校で の被服

学習が 日常 の 被服 行 動 に あま り生 か され て い な い とい え る。

　衣服 の 管理実践 につ い て は、実践者は 「デザイ ン よ り着 用時 の 動 きやす さを （5 ％危険率）」 重視 し

て い るが 、4 尺度で は有意な差は な か っ た。衣服の 手 入 れ を 自己 実践 し て い る こ とに よ る被服行動 に は

関連がな く、衣 服 の 選択 ・着用 と衣服 の 管理が乖離 し て い る こ とが うか が える。

　衣服 の 購入管理考慮 で は、機能性尺度で 有意な差 （O．ユ％水準）が認 め られ た 。購入 時に 管理 を考慮

す る もの は 「衣服 の デザ イ ン よ り動 きやす さ」 を重視 （1 ％水準） し、「保湿性 や通気性 の 良 い 服 」 を

選 び （1 ％水準）、「華美よ り機能性 を」重視 （5 ％水準）す る、「吸湿性 の よ い 生 地 を」 選 ん で （0．1％水

準） い る。

　取 り扱 い 絵表 示 の 理 解 と の 関連 で は、機能性 尺 度 （0．1％水準） と適切性尺度 （1 ％水準） で 理解 し

て い る もの に 高い 傾向が認め られた 。 理解が ある者 は 「衣服 の デザイ ン よ り動 きやす さ 」 を 重視 （5 ％

水準〉 し、「保湿性 や通気性 の 良い 服 」 を選 び （1％水準）、「華美よ り機能性を」 重視 （5 ％水準）す る 、

「吸 湿 性 の よ い 生 地 を 」 選 ん で （0．1％水準〉い る 。 また、「仕事 の 内容 に ふ さわ しい 服装を」 （5 ％水準）

一 148 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

女子短大生の 被服行動 と衣服管理

し、「着用する服が社会的 に ふ さわ しい もの か 」考えてい る （1 ％水準）。

衣服 の 品質や機能性 を重視す る傾向は、具体的な絵表示 の 理解度や購入す るときに着用後 の 手入れ を

　　　　　　　　　　　　　　表 7 ．被服行動尺 度 と衣服管理 の 学習 と の 関連

平 均 得 点 （標 準 偏 差〉
被 服 行 動尺 度

学 習 有　　　　　　　　　学習無　　　　　 検定
9

＜ N ＞ ＜ 109＞　　　　　　　　　　　　　　　　〈 26＞

流行性尺 度 （5 項 目） 20．2（5．18）　　　　　　　　　　　　18．8（5．21）　　　　　　　　　n．s．
機能性尺度 （5 項 目） 20，4（4，14）　　　　　　　　　　　　18，9（3、77）　　　　　　　　　n，s．

・
保温 性 や 通気性 の 良い 服 を選ぶ 3．8（1．28）　　　　　　　　　　　　　3．2（1，14＞　　　　　　　　　　＊

適切性尺度 （5 項 目） 25．4（4．07）　　　　　　　　　　　　24．0（3．91）　　　　　　　　　n．s．
経 済 性 尺 度 （5 項 目） 17．9（4．22）　　　　　　　　　　　　16．0（3．92）　　　　　　　　　　＊

・安 ければ 気 に 入 らな くて も買 う 3．3（1，62）　　　　　　　　　　　　　　　　2．6（1．47）　　　　　　　　　　　　　＊

・どん な に 気 に入 っ て も 高けれ ば 買わ ない 4．1（1・58＞　　　　　　　　　　　　　3．2 （1．42）　　　　　　　　　＊ ＊

1 ）

　 t 検定 　 ＊ P ＜ 0．  5、＊ ＊ P く 0，01、＊ ＊ ＊ P 〈 0．001

　　表 8 ．被服 行動尺 度と衣服管理 の 実践 との 関連

被服行 動 尺 度
　　 平均得 点 （標 準偏差〉

実践有　　　　　　　　　実 践 無 　　　　　 検 定
P

〈 N ＞ ＜ 69＞　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 66＞

流行 性尺度 （5 項 目〉 20．2　（4．81）　　　　　　　　　　　19．7　（5．59）　　　　　　　　n ．s．
機 能性尺度 （5 項 目） 20．7　（3．26）　　　　　　　　　　　19．4　（4．76）　　　　　　　　n．s．

・デザイ ン よ り着用 時の 動 きやす さ重視 4．0　（1．19＞　　　　　　　　　　　　3．5　（1．33）　　　　　　　　　＊

適切性尺 度 （5 項 目） 25．17（4．09＞　　　　　　　　　　　25．08（4．08＞　　　　　　　　n．s．
経済性尺 度 （5 項 目） 17．59（3．92）　　　　　　　　　　　17．38（4．53）　　　　　　　　n．s．
1 ）

　 t検定 　 ＊ P ＜ 0．e5、＊ ＊ P 〈 O．Ol、＊ ＊ ＊ P ＜ 0，001

　　表 9 ．被服行動尺 度と購入時の 管理考慮との 関連

平均得点 （標準偏差）
被服行動尺度

考慮有　　　　　　　　考 慮 無 　　　　　検 定
D

＜ N ＞ 〈 77＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 58＞

流行 性尺度 （5 項 目） 19．9　（4，97）　　　　　　　　　　　20．3　（6．47）　　　　　　　　n ，s．

機 能 性 尺 度 （5 項 目） 20．6　（3．79）　　　　　　　　　　　17．2　（4．66）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・デザイ ン よ り 着用 時 の 動 きや す さ重 視 4．0　（1．20＞　　　　　　　　　　　　3．5　（1．34）　　　　　　　　＊　＊

・保 温 性 や 通 気 性 の 良い 服 を選ぶ 3，9　（1．28）　　　　　　　　　　　　3．3　（1．18）　　　　　　　　＊　＊

・華美 よ り機能性 を重 視す る 3．9　（1．37）　　　　　　　　　　　　3，5　（0，92）　　　　　　　　　＊

・吸 湿 性 の 良い 生地の 服 を選ぶ 4．2　（1．16）　　　　　　　　　　　　3．4　（1．02）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

適切性尺度 （5 項 目） 25．2　（3．91）　　　　　　　　　　　24．4　（4．97）　　　　　　　　n．s．

経済性 尺 度 （5 項 目） 17．7　（4．03）　　　　　　　　　　　16．2　（5．05）　　　　　　　　n．s．
・百貨店や ブ テ ィ ッ ク よ りス

ーパ ー
で服 を買 う 2．29（1．44＞　　　　　　　　　　　　1．55（0．76）　　　　　　　　＊　＊

1 ｝
　 t 検定 　＊ P ＜0．05、＊ ＊ P く D．01、＊ ＊ ＊ P 〈 0．001

表10．被服行動尺度 と取 り扱 い絵表示の 理解 との 関連

平均得点 （標準偏差）

被服行 動尺 度
理 解有　　　　　　　　　理解無　　　　　 検定

D

＜ N ＞ ＜ 115＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 20＞

流行性 尺 度 （5 項 目） 20．3 （4．67）　　　　　　　　　　　　19．5 （5．83）　　　　　　　　　n．s．
機能性尺 度 （5 項 目） 21．2 （4，00）　　　　　　　　　　　　18．6（3．77）　　　　　　　　＊　＊ ＊

・デザイ ン よ り着用時の 動 きやす さ重 視 3．8 （1．24）　　　　　　　　　　　　　3．1（1．32）　　　　　　　　　　＊

・保温 性や 通 気 性 の 良い 服 を選 ぶ 3．8 （1．20＞　　　　　　　　　　　　　3，0 （1．40）　　　　　　　　　＊ ＊

・華美 よ り機能性 を重視す る 3．8 （  ．93＞　　　　　　　　　　　　　3．4 （0．88）　　　　　　　　　　＊

・吸湿 性 の 良い 生地 の 服 を選ぶ 4．0（1．13＞　　　　　　　　　　　　　　　　3．0 （1．05＞　　　　　　　　　　＊　＊　＊

適 切性尺 度 （5 項 目） 26．0（3．46）　　　　　　　　　　　　　　　23．9 （4．53＞　　　　　　　　　　　＊　＊

・
仕事 の 内容 にふ さ わ しい 服 装 をす る 5．5（0，98）　　　　　　　　　　　　　　　　5，0（1．20）　　　　　　　　　　　　　＊
・着用す る 服 が社会 的 にふ さわ しい も の か考 え る 4．3（1．27）　　　　　　　　　　　　　3．6 （童．33）　　　　　　　　　＊ ＊

経 済性 尺 度 （5 項 目） 18．0（4．35）　　　　　　　　　　　　16．9 （3．98）　　　　　　　　　n．s．
L〕
　 t 検定 　＊ P く 0．05、＊ ＊ P く 0．Dl、＊ ＊ ＊ P ＜0．　OOI

考えに 入 れ て い る と高 くな る こ とか ら、衣服管理 の 学習に よ り、衣生活 へ の 関心 をもつ こ とで被服行動

を高め る こ とがで きると考 えられ る。
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　被服行動を規定す る要因は文化 、社会、個人 の 3 つ の 水準 に分類 され て い る
5
。文 化 の水準に は 、被

服 を構成す る 材料、冷暖房設備や自動車など の
一

般技術、規範な どが 、社会 の 水準 に は 、社会的役割 、

フ ァ ッ シ ョ ン の 変化 な どの 流行な どが、そ して 、個人 の 水準 には、パ ー
ソ ナ リテ ィ 、態度、価値観 、 感

覚、知覚な どが含まれ る。こ れ らの 要因は 、相互 に 関連 し合 うの で 、被服行動は さま ざまな要因に よ り

複雑に規定 さ れ る。具体的な実習 ・経験学習だけ で なく、衣 服 の 着装、購人、選択など に 関す る社会 と

の 関わ りや被服の嗜好や価値意識、感情な どの 社会
・心 理 的機 能を学習内容 に 結び付 け、学生 の被服行

動に そ く した学習内容や教材 の 検討 が必要 と考 え る。

まとめ

　介護福祉 士 養成教育に おけ る衣服管理 を中心 と した衣生活 の 授業内容 を検討す る 基礎 知見 を得 る た め

に、女子短大生 の 被服行動の 傾向を調査 した。衣服 に お ける流行につ い て の 関心が高 い と衣服選択 の 際

の 決定要因 と して の 経済性 の 重要度 が低 くな る。また、衣服 の 機能性や快適性の 重視傾向 と衣服 の 社会

的な適切 さ へ の 関心 が 相 互 に 高 い 関連 を示 し た
。

　衣服の 構成素材や機能、管理 の 知識や技術を獲得 し、こ れ らに対す る意識や関心 をもつ こ とに よ り、

被服行動 の 規 定要因と して の 衣服 の 機能性 次 元 が高ま り、経済性次元や適切性次元 をも向 ltし うる こ と

が示 唆 され た。人 が被服 を着用す る 目的は、 1 つ は 「生理 的 目 的1 で皮膚 の 保護、体温調節、運動促進

な どの 身体内部の 生 理 的平衡状態を保 ち、生 命維持 と健康増進 を志向 した 目的 で あ り、他は 「社会 ・心

理 的 目的 」 で 自己 表 示 ・流行 ・礼 儀 ・規則 な ど 白己 顕 示 や 社 会 的 適 応 を 志 向 し た 目的 で 、こ れ は 主 に経

験と学習に よ っ て 培 わ れ るとされ る
6
、日頃何気 なく行 っ て い る着装、選択、購人など の 衣服 に関す る

行動 は さま ざまな社会的 ・心 理 的な要因 の 影響を受 けて お り、年齢 の 異な る高齢者 の 衣 生活 を理解する

た め に もこ れ らの 要因を学習 内容 に 取 り入 れ る 検討 が 必 要 と な る。実践例 と して 、学 生 に お 気 に入 りの

服 を持参 させ 、そ の 嗜好理 由や購入 時 の 選択動機 、着装時 の 感情 、 TPO に よ る適切 さ、取 り扱い 絵表

示 を参考 に して の 手人れ法 の 確認な どを、自分の 1 枚 の 衣服 を通 し て 学習 させ る こ と に よ り、衣 生 活 の

社会的 ・心 理 的 な 要因 に 気 づ か せ た い
。 また、高齢者の 生活意識 と被服行動 を深 く理解す るため に も

「心理 学関連科 目」 と連携 した 授業展 開の 取 り組み をも視 野 に 入れ て検討 して い きた い 。
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