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　 本稿は 厂北海道に お け る 有料老人 ホ
ー

ム の 実態調査 」

の 結果 に も とづ き，入居者 の 過去 に お け る 社会的，個人

的生 活環境 ，また ，現在 の 生活内容 Ssよ び将来 の 施 設利

用意識 な ど に つ い て ，一
連 の 検討を試 み た もの で ある。

　 調査概要一調査 は ，函館厚生年金老 人 ホ ーム （定員50

名），小 樽簡易保険加入者 ホ ーム （長期定員 18 名），岩

見沢市立 経費老人 ホ
ー

ム （定員 75 名 ），の 3施 設 で の

入居者を対象とす る ア ン ケート調査 に重点を お き ， 同時

に現地観察記録 な ど も行 な っ た、、 調査期 間 は，40 年 2

月 上 旬 よ り同年 5 月上旬に 至 る 問で ，入居者 92 名 （夫

婦者を含む） よ り回答 を得 た 。

　 1．入 居者 の 生活　入 居者 の 過去 の 生活がどの う よ な

職業や住 ま い をもち ， こ の 種施設 の 入居事情は ど うで あ

っ た か は 次 の 通 りで あ る 。 ま ず職業 で あ る が，最も長か

っ た職業と最終 の 職業とは
一

致 し て い る 場合が多 く，比

較 的 に 安定 し た 職業内容 に な っ て い る 。職別人 員をみ る

と 男性 で は商業が最も多 く，次 い で 農業 ，官公 庁勤入 と

な っ て い る 。 女性 で は有職者 が 少 く大半が無職 に な っ て

い る が，夫の 職業は商業で あ っ た な ど が割合に 多 い
。 職

業 の 地位 は商業や 農業 で は殆 どが自営者 で ，官公 庁や そ

の 他 の 勤人 の 場合 は役職者が多い 。入居前の 居住地 に つ

い て は 3 施設 と も殆 どが 道内の 都市居住者 で ， 函館厚生

年金老入 ホーム で は過半数が地元者で 占め られ て い る 。

しか し，小樽，岩見沢 の 両ホ
ーム に お い て は 逆に 地元以

外 の 近隣都市 （札幌市） か らの 入 居者が多い 。入 居前の

住宅 は ， 自家 で あ っ た一45 民問借家 また は貸間一15，公 ，

社宅
一／0 ，公営公団住宅

一4，そ の 他
一7，不明

一11，で

持家 者 は 約 半数 で あ っ た 。また ，こ れ らの 住宅 で の 住

ま わ れ方をみ る と ， 子供と同居
一43，自分達 だ け の暮 ら

し一21，親戚知人 の 家
一7，そ の 他一．5，不 明一／6，で 子

供 と 同居 し て い た 生活 が多い
。

こ の 種施設 に 入 居 され た

理 由 と して は ，老人 だ け の 生活 を望 ん だ一20
，

一
度入 っ

て み た か っ た一16，子 供達の すす め で
一7，住 む と こ ろ

がな か っ た一6
， その 他一24

， 不明
一19

， で 自発的意志

の もと に入居 され た 状態 が 多V・。 し か し ， 実際に は こ れ

らの 理 由の 背景 に ，種 々 の 家庭事情 が 関連 し て 入 居 され

て い る 場合 が多い 。

　以上 の 諸点 に つ い て ，職業一住ま い 一家族 ， な どの 関

連 をみ る と ，商業 ま た は農業一一自家…子 供 と同居，と結

ば れ る 形態 が 最 も多 く，こ の 場合 に は事業面 や住宅 は 子

供に任せ て入居 して い る の が
一

般 で あ っ た。

　 2．入 居後 の 生活　単身入 居 と夫婦入居 の 比 較で は 単

身者の 割合が多 く，しか もそ の 内 の 過半 数 が女 性で あ

る 。 平均年令 は 総体 で 70 オ （男
一一一76．2，女

一69．8） で

健 康者 を対 象 とす る 入 居方法 が と られ て い る た め ，弱体

者の 数は少 くな い
。

一
般 的 に入居者 は気 ま ま な生 活 が営

まれ ，交際 の 範囲も気 の あ う同志 とに限 っ て い る人 が多

い 。入 厩後 の 施設 に 対す る 感想で は 「気楽 で よ い また は

老人同志 の 生活で楽しい 」 な ど の 回答が 多 く， 家庭的な

環境 に帰 りた い と希望 し て い る 人 は 少い 。次 に 入 屠 生 活
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

−x−ヰ

に最も重要 な入居費 （各施設 と も 月払い 制），生 活 費 な

どの 主 た る財源 で は ， 財産や 貯金，ま た は 子供達 よ りの

援助 ， と な っ て い る場合が 多 く，恩 給，退 職金 な ど に よ

っ て い る入 は比 較的少 くない
。 こ の 傾向は 職業内容に よ

る も の で ，既述 の 通 り企業 の 経営者や 女性 の 無職者 な ど

の 比率 が 高い 理 由に よ る 。また 将来 に お ける 経済的 な 不

安感 に つ い て は ，
「
’
あ ま り心配 は し て い ない 」 との 回答が

多か っ た 。 しか し，入 居費 が 高 くな っ て も居住性 の 向上

を望 む か の 問に は 「現状 で よ い 」 が圧倒的 に多 い 。さ ら

に施設利用の 展望 に おい て は ， 過 半数が 「死 ぬ ま で居住

して い た い 」 と述 べ て い る。こ の 点 を夫婦 者 の み に つ い

て ，どち ら が欠 け て も入居 を続け る か に つ い て双 方 の 意

志をみ る と，や は り単身に な っ て も入 居 を続 け る が 多

い 。 し た が っ て ，現入 屠者 に お い て は ，こ の 施設 こ そ 自

分達 の 最後の 安住揚所で あ る と い う意志 の もとに ，日々

の 生活を営 まれ て い る。

　 3．考 察　有料老 人 ホ
ーム で は 無 料施設 と異 り，入 居

者 の 生活内容 に は大きな個人 差 が み られ る 。 と くに 上記

施設 の 場合 で は 女性 の 入 居者が多く ，

一
般的 に経済力 と

余暇 を もつ 老 人 の 集団生 活で あ る た め ，入居者相互 間の

交際過 剰 に よ る人間関係 の 問題がか な り生 じて い る 。 同

時 に，過 去 の 生 活 との 交流や都市 との 接触 な ど を強 く求

め て い る人 が多い 。 し た が っ て ，こ の 種 の 施設計画 に あ

た っ て は ，入 居者個 々 の 生活圏 の 保全 は も とよ り，都市

との 関係を考慮 し た設定 ，周囲の 社会的環境 な どに つ い

て 充分 検討 を加 えな けれ ぼ な らない 。

　お な ，．−L記 の 点は 調査 の 前提部分 で あ っ て，建築的考

察 は 第 2 報 で述 べ る 予 定 で あ る 。 ま た 調査結果 に つ い て

は 3 施設 で の 傾向で あ る こ と をお こ とわ りす る 。

＊ ＊

単身者の 入居費は 11，500円 （暖房料別）以下 と な っ て い

　 る。

＊ 北海道立寒 地建 築研究所員
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