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感
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覚

知
覚

人 工 環 境
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自然環境

情報環境

人間を取り巻くさまざまな環境
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皮
膚
に
は

水
を
感
じ
る
セ
ン
サ
ー
が
な
い

湿
度
と
服
の
関
係
を
お
話
を
す
る
前

に
申
し
上
げ
ま
す
が
、
人
間
の
皮
膚
に

「
水
を
感
知
す
る
セ
ン
サ
ー
」
が
な
い
こ

と
を
ご
存
じ
で
す
か
。

私
た
ち
の
皮
膚
に
は
温
覚
、
冷
覚
、

触
覚
、
圧
覚
、
痛
覚
な
ど
特
定
の
刺
激

を
感
受
す
る
点
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
皮
膚
上
に
直
径
１
mm
程
度
の

冷
た
い
刺
激
を
加
え
る
と
、
冷
た
い
と

感
じ
る
点
と
、
何
も
感
じ
な
い
点
が
存

在
し
ま
す
。
こ
の
冷
た
い
と
感
じ
る
点

を
冷
点
と
い
い
ま
す
。
冷
点
の
密
度
は

皮
下
に
分
布
す
る
知
覚
神
経
、
特
に
冷

刺
激
に
の
み
反
応
し
て
、
活
発
に
放
電

す
る
自
由
神
経
終
末
（
冷
受
容
器
）
の

分
布
密
度
と
関
係
し
、
一
般
に
顔
面
や

体
幹
部
で
は
密
度
が
高
く
、
冷
た
い
刺

激
に
高
い
感
受
性
を
示
す
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
ま
す
。
圧
覚
に
つ
い
て
は
、
皮

膚
に
圧
力
が
か
か
る
と
受
容
器
が
放
電

し
て
脳
に
受
圧
情
報
を
伝
え
る
の
で
す
。

こ
う
い
っ
た
仕
組
み
に
よ
っ
て
皮
膚

に
加
え
ら
れ
た
温
度
や
圧
力
は
感
じ
ま

す
が
、
水
を
感
じ
る
受
容
器
は
見
つ
か

っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
言
う
と
皆
さ
ん

と
て
も
驚
か
れ
て
、「
私
は
汗
を
か
い
た

と
き
に
肌
が
濡
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ

ま
す
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
汗

が
肌
の
上
で
圧
覚
を
刺
激
し
た
り
、
汗

が
流
れ
落
ち
る
と
き
に
触
覚
を
刺
激
す

る
こ
と
で
、
経
験
的
に
「
汗
を
か
い
た
」

と
い
う
サ
イ
ン
が
脳
に
送
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。

試
し
に
、
サ
ウ
ナ
に
入
っ
て
実
験
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。
目
を
つ
ぶ
っ
て
い

て
、
い
つ
汗
が
出
は
じ
め
た
の
か
、
わ

か
り
ま
す
か
？
　
つ
つ
つ
ー
っ
と
汗
が

流
れ
た
瞬
間
に
「
あ
っ
、
汗
が
出
て
い

る
」
と
わ
か
り
ま
す
が
、
汗
を
か
い
た

の
が
い
つ
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
は
ず

で
す
。

人
間
の
皮
膚
に
水
を
感
じ
る
セ
ン
サ

ー
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
思
議
な
こ

と
で
す
が
、
セ
ン
サ
ー
が
な
く
て
も
そ

の
ほ
か
の
複
合
的
な
サ
イ
ン
に
よ
っ
て

水
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
と

て
も
不
思
議
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

着
心
地
の
研
究

私
の
専
門
の
一
つ
は
被
服
衛
生
学
で

す
。
放
送
大
学
で
も
「
着
心
地
の
追
究
」

を
８
年
間
テ
ー
マ
に
し
て
き
ま
し
た
。

衣
服
を
単
に
モ
ノ
と
し
て
と
ら
え
れ

ば
、
戦
前
の
陸
軍
で
使
わ
れ
た
装
備
の

総
称
と
し
て
の
「
被
服
」、
演
劇
な
ど
の

仮
装
と
し
て
の
「
衣
裳
」
と
い
っ
た
呼

び
名
に
な
り
ま
す
し
、「
服
装
」
は
着
た

も
の
を
外
か
ら
見
た
と
き
の
呼
び
名
で

す
。「
服
装
」
と
い
う
と
着
て
い
る
人
の

人
格
的
な
要
素
を
感
じ
ま
す
ね
。
ま
た

「
衣
服
」
は
衣
食
住
の
衣
で
、
服
を
総
合

的
に
表
す
の
に
一
番
適
し
た
言
葉
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

衣服気候の風合い
一番身近な環境を整えること
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衣服気候の風合い

人
が
服
を
着
た
状
態
は
、
中
に
空
気

を
含
ん
で
い
て
、
い
わ
ば
服
は
人
を
包

む
環
境
と
も
い
え
ま
す
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
私
は
衣
服
気
候
と
か
衣
環
境

と
表
現
し
て
い
ま
す
。
20
世
紀
後
半
か

ら
、
人
工
環
境
は
人
間
の
生
活
を
大
き

く
変
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
人

間
そ
の
も
の
の
形
態
、
生
理
、
心
理
特

性
は
急
激
に
は
変
化
し
ま
せ
ん
。
そ
の

ギ
ャ
ッ
プ
の
中
で
、
衣
服
の
果
た
す
役

割
は
一
層
大
き
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
従
来
に
も
増
し
て
、
環
境
と
人
間

特
性
と
の
関
係
に
軸
足
を
置
い
た
衣
服

研
究
、
衣
生
活
の
追
求
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

衣
環
境
と
し
て
衣
服
を
と
ら
え
る
と
、

着
心
地
の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
熱
が
こ
も
る
」

「
汗
を
か
く
」
と
い
う
の
は
、
熱
学
的
な

要
素
で
す
。
ま
た
人
が
動
く
と
「
圧
力

が
か
か
る
」「
服
と
肌
が
触
れ
合
う
」

「
摩
擦
が
起
き
る
」
と
い
っ
た
力
学
的
な

捉
え
方
も
で
き
ま
す
。
汗
を
か
い
た
と

こ
ろ
に
微
生
物
が
発
生
し
て
、
臭
い
が

出
た
り
、
細
菌
に
よ
る
湿
し
ん
が
で
き

た
り
す
る
「
汚
れ
」
と
い
う
観
点
で
の

捉
え
方
も
あ
り
ま
す
。
大
ま
か
に
言
っ

て
、
汗
が
出
る
の
は
生
理
だ
け
れ
ど
、

出
た
汗
が
ど
う
な
る
か
は
物
理
の
問
題

で
す
。
衣
服
研
究
の
分
野
で
も
前
世
代

ま
で
は
、
こ
の
生
理
と
物
理
が
混
沌
と

し
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
こ
れ
を
整
理

し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
衣
服
研
究
の
可

能
性
が
高
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。

人
間
の
生
理
は
個
々
で
差
が
あ
り
ま

す
し
、
感
じ
方
も
違
っ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
客
観
的
な
評
価
デ
ー
タ
を
出
す

た
め
に
は
、
サ
ー
マ
ル
マ
ネ
キ
ン
を
開

発
し
て
役
立
て
て
い
ま
す
。
こ
の
サ
ー

マ
ル
マ
ネ
キ
ン
は
、
皮
膚
の
上
に
置
か

れ
た
汗
が
ど
う
な
る
か
と
い
っ
た
こ
と

な
ど
、
い
わ
ば
身
体
の
外
で
起
き
て
い

る
こ
と
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
装

置
で
す
。

汗
の
大
切
な
役
割

湿
潤
感
と
湿
度
に
関
す
る
実
験
が
あ

り
ま
す
。
温
度
一
定
の
室
で
湿
度
の
み

を
上
昇
ま
た
は
下
降
さ
せ
た
と
き
の
、

湿
潤
感
と
湿
度
の
関
係
を
探
る
と
い
う

も
の
で
す
。
人
工
気
候
室
に
入
っ
て
実

験
を
し
ま
す
が
、
不
快
と
感
じ
る
の
は
、

体
温
が
下
が
ら
ず
蒸
れ
感
を
感
じ
た
と

き
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
室
温

25
度
の
設
定
で
す
と
、
汗
を
か
か
ず
、

室
の
温
度
が
上
昇
し
て
も
あ
ま
り
蒸
れ

感
は
感
じ
ま
せ
ん
。
身
体
の
中
で
つ
く

り
出
さ
れ
る
「
産
熱
」
と
身
体
の
外
へ

向
け
て
放
散
さ
れ
る
「
放
熱
」
の
バ
ラ

ン
ス
が
う
ま
く
取
れ
た
状
態
だ
か
ら
で

す
。人

間
は
汗
を
か
か
な
い
程
度
の
気
温

の
と
き
、
湿
度
と
関
係
な
く
快
適
と
感

じ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
30
度
を
越
え
た
時
点
か
ら
、

湿
度
と
不
快
の
相
関
性
が
高
ま
り
ま
す
。

暑
さ
を
感
じ
た
と
き
に
は
、
汗
を
か

い
て
、
汗
を
気
化
さ
せ
る
こ
と
で
潜
熱

を
奪
っ
て
身
体
を
冷
や
そ
う
と
し
ま
す

が
、
こ
の
と
き
、
室
の
温
度
が
高
く
な

っ
て
、
か
い
た
汗
が
気
化
し
に
く
く
な

る
と
、
蒸
れ
感
が
高
ま
っ
て
不
快
を
強

く
感
じ
る
の
で
す
。

汗
と
い
っ
て
も
、
体
を
流
れ
落
ち
る

汗
（
流
失
汗
）
や
衣
服
に
吸
収
さ
れ
て

そ
の
ま
ま
留
ま
る
汗
（
残
留
汗
）、
拭
き

取
っ
て
し
ま
っ
た
汗
は
、
体
熱
を
放
散

す
る
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
こ

れ
ら
の
汗
は
、
区
別
し
て
測
定
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
気
温
、
同
じ
湿

度
で
も
、
着
て
い
る
衣
服
の
素
材
に
よ

っ
て
快
、
不
快
の
感
じ
方
が
違
う
の
は
、

汗
が
身
体
を
冷
や
す
働
き
を
し
な
か
っ

た
場
合
で
す
。
つ
ま
り
汗
を
蒸
発
さ
せ

や
す
い
素
材
で
つ
く
ら
れ
た
衣
服
を
着

て
い
る
ほ
う
が
、
快
適
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。

皆
さ
ん
、
吸
水
性
が
い
い
の
は
、
ど

ん
な
素
材
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
？
　
木

綿
と
い
う
人
も
い
る
し
、
ウ
ー
ル
だ
と

い
う
人
も
い
ま
す
ね
。
液
体
と
し
て
の

汗
の
分
子
は
大
き
く
、
蒸
発
す
る
と
き

の
汗
と
は
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、

吸
水
性
の
良
し
悪
し
だ
け
で
は
、
衣
服

の
素
材
と
し
て
適
し
て
い
る
か
ど
う
か

を
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ウ
ー
ル

は
自
然
界
で
暮
ら
す
動
物
の
獣
毛
で
す

か
ら
揆
水
性
が
あ
っ
て
、
通
常
の
状
態

で
は
水
を
吸
い
ま
せ
ん
。
吸
湿
性
は
15

％
で
、
天
然
繊
維
の
中
で
は
一
番
吸
湿

最外層

夏

冬

最内層

快適 蒸し暑い
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外気の温湿度と快適衣服気候の関係（胸部）

皮膚面の蒸気圧

汗をかいたという自覚がな
くても、呼吸気道や皮膚か
らは、絶えず水分が蒸発し
ている。このような水分蒸
発を「不感蒸散」と呼び、
そのうちの30％が呼吸気道
から、70％が皮膚から行な
われる。不感蒸散では1ｇで
0.67Ｗ／時間（0.58kcal）の
体熱を放散する役割を果た
している。

縦軸に温度、横軸に湿度を
とったグラフで、快適と感
じるときの温度、湿度を調
べた実験データ。重ね着を
することでの感じ方の変化
も、表している。

身体から発した熱は、伝導、対流、放射、蒸発の4つの
物理的な方法で、環境（人間を取り巻く外界）へ移動
していく。

18～20ページの図版はすべて『衣環境の科学』（田村照子編著　建帛
社、2004）の図版を参考に作図しました。
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性
の
い
い
素
材
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
つ
ま
り
汗
を
か
い
て
も
蒸
れ
に
く

く
、
雨
や
水
に
は
濡
れ
に
く
い
性
質
を

持
つ
の
で
保
温
性
が
高
く
、
寒
冷
地
の

衣
服
素
材
と
し
て
は
大
変
適
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ち
な
み
に
木
綿
の
吸
湿
性
は
8.5
％
、

ナ
イ
ロ
ン
は
4.5
％
、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
は

0.4
％
で
す
。
木
綿
は
肌
触
り
が
よ
く
、

汗
を
よ
く
吸
収
す
る
の
で
肌
着
な
ど
に

は
最
適
で
す
が
、
吸
水
性
が
よ
く
乾
き

に
く
い
た
め
、
寒
い
と
き
に
濡
れ
る
と

体
温
が
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ

で
も
肌
触
り
、
耐
久
性
、
洗
え
る
こ
と
、

生
産
性
な
ど
総
合
的
に
考
え
て
、
私
は

木
綿
は
現
在
で
も
大
変
優
れ
た
素
材
で

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

吸
湿
性
の
低
い
ナ
イ
ロ
ン
や
ポ
リ
エ

ス
テ
ル
の
衣
服
を
、
蒸
し
暑
い
時
期
に

普
段
の
生
活
で
着
て
い
た
ら
、
べ
た
べ

た
と
肌
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
我
慢
で
き

な
い
ほ
ど
不
快
に
感
じ
る
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
特
殊
な
吸
水
加
工
を
し
た
ポ

リ
エ
ス
テ
ル
は
、
汗
を
保
持
せ
ず
に
う

ま
く
放
散
さ
せ
る
優
れ
た
素
材
と
し
て

広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

最
近
の
サ
ッ
カ
ー
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
が
化

学
繊
維
に
な
っ
て
い
る
の
に
は
、
こ
う

し
た
理
由
が
あ
り
ま
す
。
生
理
的
に
か

い
た
汗
を
、
衣
服
が
積
極
的
に
放
熱
さ

せ
る
よ
う
な
加
工
法
を
開
発
し
て
、
素

材
の
可
能
性
を
高
め
て
い
る
の
で
す
。

汗
が
出
て
く
る
汗
腺
（
能
動
汗
腺
）

は
、
生
後
２
歳
半
ま
で
に
数
が
決
定
し

ま
す
。
で
す
か
ら
暑
い
地
域
に
生
ま
れ

育
っ
た
人
は
、
寒
冷
地
の
人
よ
り
汗
腺

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
意

味
か
ら
も
、
空
調
に
よ
る
気
温
、
湿
度

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
人
工

環
境
は
、
人
間
の
生
理
的
能
力
に
も
、

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

蒸
し
暑
さ
に
対
す
る

対
処
の
仕
方
＝
文
化

現
在
の
市
販
衣
服
の
布
地
は
、
厚
さ

を
調
整
す
る
こ
と
で
、
気
候
に
対
処
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
日

本
の
伝
統
的
衣
服
を
調
べ
る
と
、
布
地

の
厚
さ
で
は
な
く
通
気
性
の
あ
る
無
し

に
よ
っ
て
、
季
節
に
対
処
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
着
物
の
形
は
一
年

を
通
じ
て
同
じ
で
す
か
ら
、
布
地
の
織

り
方
、
重
ね
着
、
綿
入
れ
な
ど
に
よ
っ

て
調
整
す
る
知
恵
が
あ
り
ま
し
た
。
私

は
こ
う
し
た
対
処
の
仕
方
こ
そ
、「
文
化
」

と
呼
べ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

上
布
じ
ょ
う
ふ

（
苧
麻
か
ら
む
し

）、
絽ろ

や
紗し
ゃ

（
絹
）
は
糸

間
の
隙
間
が
大
き
く
、
通
気
性
、
透
湿

性
に
富
み
、
吸
湿
、
吸
水
性
、
乾
燥
性

に
優
れ
て
お
り
、
張
り
が
あ
る
た
め
肌

に
ま
と
わ
り
つ
か
な
い
と
い
う
、
高
温

多
湿
の
日
本
の
夏
の
風
土
に
ぴ
っ
た
り

な
織
り
地
で
す
。
木
綿
が
入
っ
て
く
る

ま
で
は
、
韓
国
も
日
本
も
麻
の
文
化
圏

で
し
た
。

日
本
人
は
、
基
本
的
に
は
「
家
」
に

30゜

40゜

気温

蒸気圧0 10 20 30 40mmHg

20゜

10゜

0゜

10 20 30 4050
7060
90
100%

バリ

インド

ラオス

韓国

湿度

アジアの民族服と
気候適応域

サーマルマネキンに民族
服を着せて、気温による
身体からの熱放散を調べ、
各民族服がどのような気
候条件に適応しているか
を表している。

人体からは、絶えず水分が蒸発している。これらの水分が衣服によって妨げられる
と、衣服内の湿度が上昇する。衣服内の湿度が上がると湿潤感を強く感じる。人体
からの水分蒸発（汗の放散）は、衣服の素材に大きく左右され、その経路を模式的
に示したのが下図である。

0湿潤感

時間（分） 時間（分）
25 30 35 40 25 30 35 40

-10%

0%

10%

20%

30%

1

2湿潤

衣服内相対湿度変化

やや湿潤

ポリエステル

ウール

ナイロン
ナイロン

ポリエステル

綿 綿

運動運動

ウール

湿潤感と衣服内湿度の変化

皮膚 布地繊維

開口部

気相水分

液相水分

吸湿

放湿 蒸発汗

流失汗

残留汗

透湿
放湿

吸水

発　汗

不感蒸散

汗の放散経路

こし
Stiffness

弾力性。衣服が身体にまとわりつかず、
適度な空間を作る。
形態の保持性、動的な美しさ。

ぬめり
Smoothness

肌触りの良さ。ソフト感。肌を傷めない。
快適感に大きく関与する。

ふくらみ
Fullness & Softness

空気の保有と流れ。
伸びやかさ。肌触り。

しゃり
Crispness

布と肌との密着を断つ。
涼感をもたらす。

はり
Anti-drape stiffness

空間を作る。
涼しさ。動きやすさ。

きしみ
Scrooping feeling

きしむ感覚。
絹織りものがこの感覚を強く持っている。

しなやかさ
Flexibility with soft feeling

柔らかく、ドレープ性を加味し、
触って滑らかな感覚を含んだ総合風合い。

ソフトさ
Soft feeling

かさ高さ、曲げ柔らかさ、滑らかさの混じったソフト感。
すなわち、しゃり感が少なく、軽くて、膨らみとぬめりが高く、
こし・はりが弱いようなものの感覚。準基本風合い。

布の基本風合いと衣服着用性能
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衣服気候の風合い

対
し
て
吉
田
兼
好
が
言
っ
た
よ
う
に

「
夏
を
も
っ
て
旨
と
す
べ
し
」に
通
じ
る
、

風
の
道
が
通
る
服
を
つ
く
り
上
げ
ま
し

た
。
襟
元
を
ゆ
っ
た
り
と
着
つ
け
、
袖

口
、
裾
か
ら
風
が
抜
け
ま
す
。
そ
れ
だ

け
で
は
足
り
ず
に
、
脇
に
ま
で
身
八
つ

口
と
い
う
風
穴
を
つ
け
ま
し
た
。

イ
ン
ド
人
は
布
を
水
で
濡
ら
し
て
気

化
蒸
発
を
放
熱
に
利
用
し
ま
す
。
蒸
し

暑
さ
に
も
地
域
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
各
々
、
長
い
歴
史
の
中
で

つ
く
り
上
げ
て
き
た
民
族
衣
装
が
、
地

域
固
有
の
衣
服
文
化
を
育
ん
で
き
た
の

で
す
。

逆
に
寒
い
地
域
に
あ
っ
て
は
人
間
の

適
応
力
の
た
く
ま
し
さ
に
感
心
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ベ
ト
ナ
ム
の

山
岳
地
帯
は
結
構
寒
さ
が
厳
し
い
の
で

す
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
厚
着
を
し
な
い
で

し
の
い
で
い
ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
で
訪
れ
た
村
で
は
、
刺
繍
を
施
し
た

円
形
の
ス
カ
ー
ト
が
洗
濯
物
と
し
て
干

さ
れ
て
い
て
、
一
見
に
値
す
る
美
し
い

景
色
と
し
て
、
私
の
記
憶
に
い
つ
ま
で

も
残
っ
て
い
ま
す
。

文
化
と
し
て
の
衣
服
は

常
に
変
化
し
て
い
る

し
か
し
現
在
残
っ
て
い
る
形
が
、
必

ず
し
も
伝
統
的
な
民
族
服
で
は
な
い
場

合
が
結
構
多
い
の
で
、
誤
解
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
の
現
在
の
ア

オ
ザ
イ
は
１
７
４
４
年
に
即
位
し
た
グ

エ
ン
・
フ
ッ
ク
・
コ
ア
ッ
ト
王
が
、
南

部
の
式
典
や
文
化
の
改
革
に
着
手
し
、

中
部
地
方
の
女
性
の
衣
服
デ
ザ
イ
ン
を

応
用
し
て
誕
生
さ
せ
た
、
比
較
的
新
し

い
民
族
服
で
す
。
ア
オ
ザ
イ
と
い
う
の

は
長
い
上
衣
と
い
う
意
味
で
、
ア
オ
ザ

イ
と
ズ
ボ
ン
の
ス
タ
イ
ル
は
、
そ
の
後

も
全
国
統
一
と
い
う
政
治
的
な
思
惑
に

利
用
さ
れ
な
が
ら
、
西
洋
文
化
と
も
調

和
し
な
が
ら
現
在
の
形
を
つ
く
り
上
げ

て
き
ま
し
た
。

か
く
い
う
日
本
の
着
物
も
、
今
の
よ

う
な
外
出
着
、
礼
服
の
よ
う
な
着
つ
け

が
定
着
し
た
の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と

で
す
。
幅
の
広
い
帯
を
胸
の
高
い
位
置

で
締
め
上
げ
て
風
の
通
り
を
塞
い
で
い

ま
す
し
、
現
在
の
和
服
か
ら
は
「
風
の

道
が
通
る
服
」
と
い
う
姿
は
、
な
か
な

か
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

こ
の
よ
う
に
民
族
服
と
い
っ
て
も
、

衣
服
の
ス
タ
イ
ル
は
時
代
や
背
景
に
よ

っ
て
、
常
に
変
化
し
て
い
る
の
で
す
。

最
近
は
夏
に
浴
衣
が
流
行
し
て
い
て
、

若
い
人
が
思
い
切
り
短
い
丈
で
着
こ
な

し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
声
も
あ
り

ま
す
が
、
民
族
服
が
ま
っ
た
く
顧
み
ら

れ
な
く
な
る
よ
り
は
、
そ
の
時
代
の
感

性
で
ア
レ
ン
ジ
し
な
が
ら
着
続
け
ら
れ

る
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
の

帯
を
強
調
し
た
和
服
の
着
つ
け
方
も
、

室
町
時
代
の
小
袖
姿
か
ら
考
え
れ
ば
、

ず
い
ぶ
ん
変
化
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

私
は
見
返
り
美
人
図
の
小
袖
姿
が
好

き
で
、
若
い
人
に
も
っ
と
和
服
を
着
て

も
ら
う
に
は
、
元
禄
袖
の
小
袖
に
半
幅

帯
な
ど
、
活
動
し
や
す
い
よ
う
な
着
つ

け
方
に
す
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
、

と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
年
の
夏
に
話
題
に
な
っ
た
ク
ー
ル

ビ
ズ
も
、
10
年
以
上
前
か
ら
提
案
し
続

け
て
き
た
こ
と
で
、
や
っ
と
日
の
目
を

見
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

で
も
人
間
は
自
分
の
快
適
性
の
た
め
だ

け
に
生
き
ら
れ
な
い
生
き
物
で
す
か
ら
、

背
広
や
ネ
ク
タ
イ
は
社
会
の
あ
る
階
層

に
属
し
て
い
る
と
い
う
安
心
感
の
た
め

に
も
存
在
し
て
い
ま
す
。
装
う
こ
と
は
、

社
会
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
と
同
義
語

な
の
で
す
。
で
す
か
ら
地
球
環
境
の
た

め
に
と
か
、
暑
さ
対
策
と
し
て
と
い
う

理
由
だ
け
で
は
、
な
か
な
か
あ
の
上
着

と
ネ
ク
タ
イ
を
男
性
か
ら
外
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

そ
し
て
、
今
年
の
夏
の
提
案
に
多
く

の
人
が
賛
同
し
た
の
は
、
ス
タ
イ
ル
の

提
案
で
は
な
く
、
考
え
方
の
提
案
が
受

け
入
れ
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
何

年
か
前
の
省
エ
ネ
ル
ッ
ク
と
し
て
袖
を

切
っ
た
サ
フ
ァ
リ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
よ
う

な
上
着
に
は
、
ま
っ
た
く
後
に
続
く
人

が
現
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
を
証

明
し
て
い
ま
す
。

ま
た
放
熱
の
た
め
の
ラ
ジ
エ
ー
タ
ー

の
役
割
を
果
た
す
足
を
、
革
靴
で
包
む

こ
と
や
め
れ
ば
、
も
っ
と
快
適
な
は
ず

で
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
女
性
が
夏
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インドネシア
（バリ島）

インド

アジア各地の
温度と湿度

グラフの縦軸は温度、横軸は
湿度で、月平均の温度と湿度
を月順に結んでいる。このク
リモグラフは各地の季節ごと
の気候の動きを理解するのに
役立つグラフだ。
東京の場合、季節ごとの温度
差が激しく、湿度もそれなり
に変化していることを表して
いる。つまり、1年を通した
気候変動の激しい地域（季節
感がはっきりしている）とい
うことである。逆にインドネ
シア（バリ）では、高温、多
湿で一年中が平均しているこ
とがわかる。
本文中にあるように、インド
で濡らした布の気化熱を利用
して体温を下げるという方法
が効果的であることは、クリ
モグラフが示す高温、乾燥地
域という特性が証明してくれ
る。
左図は『アジアの風土と服飾文化』
（道明三保子、田村照子共著、日本放
送出版協会 2004）の図版を参考に作
図しました。
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に
サ
ン
ダ
ル
を
履
い
て
い
る
の
は
、
男

性
に
と
っ
て
さ
ぞ
か
し
う
ら
や
ま
し
い

こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

生
活
者
が

意
識
を
高
め
る
こ
と
も
大
切

素
材
の
性
質
の
と
こ
ろ
で
も
お
話
し

し
ま
し
た
が
、
同
じ
素
材
で
も
糸
加
工

の
方
法
や
織
り
方
で
機
能
が
変
わ
る
よ

う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
機
能
を
持

っ
た
素
材
の
開
発
が
、
大
変
な
速
度
で

行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

ハ
イ
テ
ク
技
術
の
応
用
は
、
繊
維
、

糸
、
布
を
飛
躍
的
に
変
化
さ
せ
ま
し
た
。

２
０
０
５
年
の
東
京
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で

も
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
工
学
」
と
い
う
分

野
で
環
境
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
Ｉ
Ｔ
と

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
に
つ
い
て
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
ま
す
。

新
聞
紙
上
に
も
紹
介
さ
れ
た
１
着
何

億
円
と
い
う
宇
宙
服
は
、
自
分
の
出
し

た
汗
や
排
泄
物
を
循
環
さ
せ
て
生
命
を

維
持
で
き
る
機
構
な
ど
、
１
着
の
服
が

地
球
と
同
じ
よ
う
な
働
き
を
実
現
す
る

よ
う
に
な
り
、
衣
服
は
か
つ
て
な
い
ほ

ど
の
可
能
性
を
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
捨
て
て
し
ま
っ
た
文
化
を

再
評
価
し
て
、
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
の

す
べ
て
を
肯
定
し
て
い
い
の
か
、
と
い

う
考
え
方
も
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
快

適
性
を
求
め
る
結
果
と
し
て
、
高
気
密
、

高
断
熱
の
家
に
住
み
、
エ
ア
ー
コ
ン
デ

ィ
シ
ョ
ニ
ン
グ
さ
れ
た
環
境
で
生
き
る

素材の技術革新、というと機能面のハイテク化ばかりを思い浮かべがちである。
しかし、実際のテキスタイルの世界では、ハイテクを造形にも生かし、多彩な
開発がなされている。その一例として、写真上の「たなばた」はポリエステル
の熱可塑性とオーガンジーという織りの性質を利用して、常温では落ちないプ
リーツ（ひだ）と転写プリントによる繊細なグラデーションを実現したもの。
手加工で切れ目を入れて、風が通る涼し気な布を完成させた。右は同じ手法で
切れ目を入れないタイプの「折り紙プリーツ」。その他、廃電話線を利用して、
縦糸に綿、横糸に銅線を使ったり（下左）、ステンレスを束にしてつくった繊維
で平織りした布をバーナーで焼いた布（下右、試作品）など、従来では考えら
れなかった方法や素材で布づくりが行なわれている。
撮影協力／NUNO
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こ
と
を
前
提
と
し
た
衣
環
境
を
追
求
し

続
け
る
こ
と
が
、
本
当
に
本
来
の
姿
な

の
か
、
と
い
う
疑
問
も
上
が
っ
て
き
て

い
る
の
で
す
。

私
た
ち
日
本
人
は
、
や
は
り
夏
の
蒸

し
暑
さ
を
し
の
ぐ
こ
と
に
意
識
が
集
中

し
が
ち
で
す
が
、
今
夏
の
ク
ー
ル
ビ
ズ

の
こ
と
を
知
っ
た
カ
ナ
ダ
人
が
大
変
感

心
し
て
、「
我
々
は
ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ
を
真

剣
に
検
討
し
な
け
れ
ば
」
と
言
っ
て
い

た
こ
と
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
家
の

衣服気候の風合い

つ
く
り
や
エ
ア
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ニ
ン

グ
で
快
適
性
を
調
節
す
る
の
で
は
な
く
、

着
て
い
る
衣
服
に
よ
っ
て
対
応
す
る
と

い
う
発
想
は
、
ク
ー
ル
ビ
ズ
を
知
る
ま

で
考
え
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

私
は
こ
う
し
た
発
想
の
転
換
も
、
や
せ

我
慢
で
は
な
く
、
格
好
よ
く
、
楽
し
ん

で
や
る
こ
と
で
、
一
時
の
流
行
で
終
わ

ら
せ
ず
長
く
続
け
て
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

新
技
術
と
生
活
者
の
意
識
と
い
う
両

面
が
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
く
こ
と
の

重
要
性
を
、
私
は
卒
業
研
究
で
指
導
し

た
教
え
子
か
ら
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

お
む
つ
の
研
究
は
、
乳
児
だ
け
で
な

く
高
齢
化
社
会
に
向
か
う
に
あ
た
っ
て

の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
お

む
つ
の
研
究
を
し
た
い
と
い
う
学
生
に
、

私
は
「
快
適
な
お
む
つ
の
開
発
を
テ
ー

マ
に
し
た
ら
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
し

た
。
し
ば
ら
く
し
て
「
先
生
、
私
は
快

適
な
お
む
つ
の
研
究
は
し
た
く
あ
り
ま

せ
ん
」
と
そ
の
学
生
が
言
っ
て
き
た
と

き
に
は
、
真
意
を
す
ぐ
に
理
解
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

現
在
の
紙
お
む
つ
は
、
排
泄
物
の
水

分
を
特
殊
な
シ
ー
ト
を
通
し
て
内
側
に

あ
る
吸
水
体
に
吸
い
込
ま
せ
ま
す
か
ら
、

肌
は
サ
ラ
ッ
と
し
て
不
快
感
を
感
じ
な

い
よ
う
に
で
き
て
い
ま
す
。
水
が
皮
膚

に
点
で
接
す
る
こ
と
を
、
特
殊
シ
ー
ト

が
可
能
に
し
て
る
の
で
す
。
し
か
し
、

い
く
ら
肌
が
サ
ラ
ッ
と
し
て
い
て
不
快

感
が
な
く
て
も
、
排
泄
物
が
そ
こ
に
あ

る
以
上
、
時
間
が
た
て
ば
細
菌
が
発
生

し
、
お
む
つ
か
ぶ
れ
が
起
き
た
り
し
ま

す
。
だ
か
ら
、
ど
れ
く
ら
い
の
間
隔
で

お
む
つ
換
え
を
す
る
の
が
適
当
な
の
か

を
調
べ
た
い
、
と
言
う
の
で
す
。
こ
れ

は
介
護
者
の
都
合
で
は
な
く
、
介
護
さ

れ
る
側
を
主
体
に
お
い
た
、
と
も
す
る

と
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
本
来
の
姿
勢
で
す
。

結
局
、
こ
の
学
生
は
自
分
を
実
験
台
に

し
て
お
む
つ
の
中
の
排
泄
物
が
ど
れ
く

ら
い
た
つ
と
細
菌
を
発
生
さ
せ
る
の
か
、

文
字
ど
お
り
身
体
を
張
っ
て
デ
ー
タ
を

集
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
２
、
３
時

間
で
細
菌
発
生
が
見
ら
れ
、
現
在
お
む

つ
交
換
を
６
時
間
お
き
に
し
て
い
る
施

設
が
あ
る
こ
と
は
、
介
護
さ
れ
る
人
に

と
っ
て
は
問
題
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
り

ま
し
た
。

技
術
革
新
は
、
人
類
に
多
く
の
恩
恵

を
与
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の

技
術
革
新
が
誰
の
た
め
に
、
何
の
た
め

に
、
と
い
う
こ
と
が
置
き
去
り
に
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
技
術

革
新
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
使
う
側
の

意
識
が
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
よ
く

理
解
し
て
正
し
く
利
用
す
る
た
め
に
は
、

情
報
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
小
・

中
学
校
、
高
等
学
校
で
の
家
庭
科
の
授

業
は
、
現
在
は
食
が
中
心
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
も
っ
と
住
と
衣
に
も
目
を
向

け
な
い
と
、
せ
っ
か
く
の
技
術
革
新
が

生
活
に
生
か
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。

錦絵「虫篭を持つ母子」鈴木春信
母親の顔には、この時代の美人像である、瓜実型の
顔、引目、鉤鼻が象徴的に表現されている。手足や
口を異常に小さく描き、少女のように見せるのも、
身体の存在感を嫌った日本人の美意識によるもの
だ。細い縞の紬は、当時生産量が少なく、最先端の
ファッションであり、財力のあった家の妻子である
ことが伺える。ゆったりと着物を羽織り、弛緩した
ような表情を見せているのは鈴木春信の画風である
が、それを理解してなお、現代人の目には着付けや
姿勢の脱力感に驚きを覚える。真夏の昼下がり、ゆ
るりと着こなした着物が、かつては「風の通る道」
を持った衣服であったことを思い出させてくれる。

鈴木春信　すずきはるのぶ
1725年（享保10）～1770年（明和7年）江戸中期の
浮世絵師。細身、可憐で繊細な表情の女性像で知ら
れる。上方で西川祐信に学び、のちに江戸に出て
1756年（宝暦6）ごろから作画を始める。1765年
（明和2）、江戸の文化人の間で絵暦が流行し、多色
摺版画が完成する。現在では浮世絵と錦絵を同義語
と思いがちだが、錦絵は浮世絵版画の種類の一つ。
春信の作品は錦のように美しいということで、錦絵
と呼ばれるようになった。春信の絵暦は評判を呼び、
没年までの5年間で後世にまで大きな影響を及ぼす
一時代を築いた。近所の住人であった平賀源内にも、
多色摺版画の方法について示唆を受けたといわれて
いる。




