
0.6cloの服装例 

カーディガン(長袖) 
0.22clo 

スカート丈68裏付き 
0.19clo 

ブラジャー 
0.03clo 

パンティ(ハーフ) 
0.02clo 

キャミソール 
0.09clo 

ソックス 
0.01clo 

くつ 
0.03clo 

半袖カッターシャツ 
0.19clo 

ズボン 
0.29clo 

ランニングシャツ 
0.07clo 

トランクス 
0.05clo 

ソックス 
0.01clo 

サンダル 
0.00clo 



0.5cloの服装例 

半袖カッターシャツ 
0.19clo 

ズボン 
0.29clo 

トランクス 
0.05clo 

ソックス 
0.01clo 

サンダル 
0.00clo 

ブラウス(五分袖) 
0.19clo  

スカート丈68裏付き 
0.19clo 

ブラジャー 
0.03clo 

パンティ(ハーフ) 
0.02clo 

キャミソール 
0.09clo 

サンダル 
0.00clo 

ソックス 
0.01clo 



2009年8月25日 0.5clo 
第3共同実験室　温度-PMV
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2009年9月17日 0.5clo  
第3共同実験室　温度-PMV
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ま と め 

• 室温が27℃を超えると、室利用者からの暑い
というコメントが多くなる。 

• clo値が低いほどPMVの値は快適に近づく。 
• 26℃設定において0.5cloが最適である。  



今後について 

• 多地域で長期稼働でのモデルの有効性の確認 
  → 消費エネルギー量をより精度良く予測 
 
• 他の低炭素化手法の実施 
  → 例えば、CO₂濃度による制御 
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