
Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

老い の よそ お い 　Vol，1

The　Preparations　fbr　Ageing

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐　藤　　 　完
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Tamotsu 　Satou

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 織　田　紀代子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kiyoko　 Oda

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長　 岡　 さとみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Satomi　Nagaoka
（要約）

　私た ち は 、い つ の 目か 人 生 の 役 割 を 終 わ る。老 人 福 祉 施 設 の 利 用者 の 生 活 を概観 し なが ら 「老 い の よそ お い 」

つ い て 考察 を す る。高齢者福祉 に つ い て 学 ぶ 学 生、大 学周辺 に住 む 地 域住民、老人 福祉施設 利用者を トライ ア ン

グル の 関係性 に つ い て 考えを深 め る。

（キ
ー

ワ
ード）

　老 人福祉施 設、社会福祉士 及び 介護福祉士 法等 の
一

部改正、死 ぬ 身 を生 き る

1 ．は じめ に

　福祉 系大学 が ／ 都道府 県 に 3 校前後設置され て い る。大学、短期大学にお い て は、社会福祉 上 、介護

福祉士 、精神保健福祉 士 等 の 専門職養成にかかわ りっ て い る。福祉系大学や短期大学が 果 た す役割は単

に福祉 専門職養成 で あろ うか。社会福祉法 の 改正 に 伴 い 地域福祉 の 時代 を強 く意識 され て い る今 日、大

学が果たす べ き役割 は 地域に存在する社会福祉施設や地 域住民 へ の か か わ りが 問われ て しか るべ きだろ

うと考え る。各大学に お い て は、各教員が地域 とかかわ りを もっ て 研究 ・実践 され て い る が 、大学 と し

て の 社会資源 を ど う地 域社会に か か わ る こ と も必 要 で あ る。本 学 は 、学苑関連施設 に社会福祉法人高田

福祉 事業協会高 田 光寿園
1

と社会福祉法 人 高田真善会報徳園と い う特別養護老人 ホ ーム を有す る。高 田

光寿園は 、1921年 （大 正 1G年）に創設 され た 三 重養 老院 か ら始ま り、2006年 （平成18年） 4 月 に 開設 さ

れた本学人間介護福祉学科 と の 関係性 を改 め て 問い た い 。本年完成年度 を向かえた人 間介護福祉学科は 、

多くの 養成機関 に見 られ る よ うな介護福祉 上専門職養成を主眼 と し た学科で はな い とす る とそ の 依拠す

る背景を探 り出 した い 。す で に述 べ た よ うに 高等学校や専門学校 、短期大学、大学等 々 全 国に 展開 され

て い る介護福祉 士専門職養成は 、介護に関す る専門的知識、技術 の 習得 と利用者 の ニ
ーズ、介護福祉専

門職 と し て 必要 とす るニ
ーズ を導 き出 し調整 し利用者に サービ ス 提供され る福祉人材養成 で あろ うか。

本学 は 、夏季 に 本学周辺 の 住 民 へ の 介護公 開講座 を開設 し て い る 。 介護福祉専門職を養成 しつ つ 、近隣

住民 へ の 介護公 開講座 、 86年の 歴史的背景と利用者に寄 り添 っ た実践 を心掛 けて き て い る 老人福祉施設

との 関係を 紐解きな が ら老 い を迎 える地域住民が夫婦 ともども豊か に 生 きる こ とが で き る 姿を 「老 い の

よそ お い 」 と題 し て概観 した い 。
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2 ．老人福祉 施設 と介護福祉 士養 成校

　高田福祉事業協会は、真宗高田 派 を 母体 とする。高田光寿園現施 設長 の 高林光暁に よ れ ば介護保 険が

始ま る前に は 、三 重県 内の 特別養護老人 ホ ーム の 「質の 向上 」 を意図 し
、 指導員 （介護職員） 2 名程度

を
一

定期間に夜勤 も含めて 施設 巡回研修 を実施 した。各施設 の もっ て い る良い 点 を直接体得 させ る こ と

を通 し て 三 重県下 の 特別養護老人 ホ ー
ム は、何処 で も同 じサ

ービス 提供 が で きる こ と が 必 要 だ と い う理

念 をも っ て 実施 され た経緯 が ある。 こ の よ うに
一一
施 設運営、質の 向 Eを 図 る だ けで な く近 隣老人福祉施

設全体 へ の 質の 向上 を意図 した研修 を立案 し計画 ・調整 ・実施 して きた。今 日の 競争原理 を主体 と した

施設経営や運 営で は な く 、 近隣住民 の 高齢者 の 生活 を支 え て き た
。

　関連す る老人福祉施設 にお い て は、利用者本位 と言 わ れ る実践を常に 心掛けて 86年を踏ま え社会福祉

実践 を 概観す る こ と は 本学 の 学科理 念を さ ら に鮮明 に し、介護福祉 士 養成 の あ り方 を 閙 うも の で あ る。

大学 と老人福祉施設 の 関係は 、先駆的実践校 と して は 、東北福祉大学 （特別養護老人 ホ
ー

ム せんだん の

杜）、立正大学 （特別養護老 人ホ
ー

ム たちばなホ
ーム ）等 々 がある。最近 では福 岡県 の 西 南学院大学に

お い て も大学 と老人福祉施設 の 関係 と し設置 され る よ うで あ る。大学 に 設置 され た 老 人福祉施設 は 、研

究者 の 目線 と施設利 用者 の 目線に 上 下関係を 生 じか ねな い。現実 に最愛の夫又 は 妻 を失い 「老 い や病や

障害」 を も っ て 家族 か ら も離れ 、一
人 老人 福祉施 設 で 高齢期 を生 きて い る。中 に は 認知症を患 い 日常生

活 さえままならな い 施設利用者や個室利用 され て い る利用者 の
一

人は、施設 見学 に訪れた学生 が 通 り過

ぎた後 そ っ と部屋 か ら出 て くる人 もい る。介護福祉士倫理 綱領の 「7 」 に うた わ れ て い る後継者 の 育成

は 、施 設 と して の 責 務 で あ る。安 心 して 質 の 高 い 介護 を 受 け る 権利 を 享受 し、介護福祉 士 に 関 す る 教育

水準 の 向上 と後継者 の 育成 の ために 「利用者 が施設見学 に訪れ た 自室 の 前を通 り過 ぎた後にそ っ と部屋

か ら出 られ る」 事実を受け止 め られ る後継者 の 育成を され なけれ ばならな い 。後継者の 育成の た め に も

施設利用者か らの 視座 か ら専門職養成校 の あ り方 を問 い 、大学 と施設 の 連携で は なく、施設利用者 と専

門職養成校 に学ぶ学生 との 連携 の あ り方 か ら本学専門職養成校 の あ り方 を問 うもの で あ る。

3 ．高齢期を迎 える団塊の 世代の 生活

　一
昔前ま で は、子育て は 二 度行 われた。母親は子 どもが 生 まれ手 が 離れ る ま で は子育 て に勤しむ。手

が離れ るようになると家事全般 が 増 え、子 どもは祖父母 の 手 に委ね られ、子 ど もの 生 活環境に お け る生

活技術能力や地域の 文 化を高齢者か ら伝承 され る。そ の 営 み が脈 々 と受 け継 がれた時代 があ っ た。前 国

連事務 総長 の ア ナ ン は 国際老人年 に 「老人は
一

つ の 図書館 で ある1 と述べ た 。

　戦後 の 何 もか も失 っ た 国策 の
一

つ は、健康で 文化的な住宅 の 供給が急務で あ っ た 。
1951年に 当時 の 建

設省が 公 営住宅 の 標準的 な問取 りで あ る 「51C 」 型 を発表 した。
235

平方 メ
ー

トル の 室 内に台所 と食 事

霙 を兼ねたダイ ニ ン グ キ ッ チ ン と呼ばれ て い る
一

室 に 二 間 の 和 室 、風 呂、 トイ レ を配 し た 間 取 りで あ る。

当時 の 社会状況 下 で はモ ダン な住宅 で あ っ た 。しか し なが ら、こ の 間取 りの 中に 両親 との 同居が何処ま

で 可能で あっ た の で あろ う。老 い て い く両親との 同居 を難 しくした物質 的な要因があ るの ではない か。

ま た 、和紙と木製建具 を基本 と し た間取 りか ら、家族 間 の プ ラ イ バ シ
ー

の 確保 した 洋 風 住 宅 と大 地 震 を

想定 し耐震構 造 の 手段 と して 壁面積 の 増加 させ て きた。壁化、個室化は 、核家族 の 問 をさらに乖離 させ
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て きた とい える。
3

障子 と襖の 和紙 で 仕切 られ た 間取 りで は 、家の 中 に は家族 の 気配 を感 じ られた。

　昭和 30年代後 半 か ら親 と 同居 とい う生活形態が住宅状況か らも少 なくな り、核家族化 が流行 り新興住

宅や公団住宅 が 乱 立 した 。個々 の 家庭で は 白物家電 （3C ） をそ ろ え た 生 活 を 謳歌 して き た の が団塊 の

世代 で あ る。子 どもの 数も
一

人か ら多 くて 3 人位 で あ っ た。団塊の 世代は 、高度成長の 時代を生 きぬ き

郊外に
一

軒家も構 えた人 たちも多 い 。や が て 子 ど もは
一

人 前 に な り結婚 し 家を離れ、家 に は 夫婦 が残 っ

た。子 ども が 独 立 し家に 残 され た の は、夫婦や配偶者 との 死別 、離婚 し
一

人暮 ら し の 人 が 生活 を 送 っ て

い る の が現状で あろ う。中には親 と同居 し親 を看 取 っ た 方もあ る。自分の最期は 子 どもに看取 っ て も ら

え る と考え る の は 難 し い 時代 で ある。さ ら に 高齢に な り介護が 必 要 に な っ た時 は 老老介護も避 けて は 通

れない こ とを心配 し な が ら今を生き て い る。夫婦が老 い て い く中で 病 を患 い 配偶者 の 片方が介護 して い

る現状 もあ る。

　ある靴屋 を営む 夫婦は 、奥さん が脳 梗塞 の 病 を患 い 娘 二 人 と共 に献身的な看護をする 。 やが て 症状も

安定し た時 に娘が 「こ れか らお母 さんを ど うす る の ？」 と聞か れ る。父 親は 、娘達 が母親を看 る こ とが

で きな い こ とを察知 し 「私 が 靴 屋 を しな が ら介護す る 」 と言 っ た。右 上 下肢 に麻痺が 残 り歩行 もままな

らない 状況 で 通所 リハ ビ リに 出 か け る 。 食事 の 支度も病院 から聞 い て きた レ シ ピ を 基 に作 り出すの で あ

る。手 の 空 い た 時 に は リハ ビ リ を兼ね て 近所 を散歩す る。昨今 の ウォ
ーキ ン グに は 程遠 い 散歩 で あるが 、

彼女の歩行の リズ ム に合わせ る と普段気付 かなか っ た 風景が観え る と言うの で ある 。 普段 の 秒刻み の あ

わただ し い 時間 の 中で 過 ぎ去 る風景で はなくカ タ ツ ム リの ような歩行 の リズ ム であるが ゆ えに観え る風

景で あ る 。 食事 の 時彼 女 は 「私 は 人生 を 2度 も 生 きて い る 」 と話す。「一つ は 元気な時 の 私 、も う
一

つ

は病を患 っ た今 の 私 」 と答え る 。 こ の夫婦 の 場には、お 互 い の 人生 そ の も の を支えあい な が ら老 い を生

き る確 か な意味 が内在す る。夫婦 とい う尊い 存在が確か に あ る。当然 の よ うに娘達 も店番等 々 にか か わ

りっ て きて い る。娘 は、両親 の 食事を見 て、私達が育 っ た時 よ り惣菜が 1 品多い と 言 っ た 。
こ の 家庭 の

場 には、誰 し もが 人生 の後半に 遭遇す るで あろ う 「老 い を生 き る姿」 「老 い を看取 る姿」 が あ り、夫婦

と して の 確か な人 生 の 価値 を親 と子 の 間 に 内在 して い る。

4 ．看取の 準備

　先端技術や 医療技術 の 進 歩 に よ り長生 き で き る 対価 と し て 、認 知症 を抱え る 高齢者 も増 えて い る。自

分 の 人生を ど の よ うに終末を迎えるか 自己決定で きない ま ま、家族に託 さざるを え な い 状況 も多く な っ

て い る 現状 もある。

　最近 の 高齢者は 、郊 外 の 住宅 を離れ 交通 ア ク セ ス が 良く買い 物や通院に便利な都市型 の マ ン シ ョ ン に

移 り住 む 傾向 が見 られ る 。

一
方 で は 病 を患 い 病院や老人福祉施設 に 生活の 場を移 さざ る を え な い 人 もい

る。病院 へ の 入 院 を承諾す る の は病が 要因 で あ り治療に 専念 し、少な くとも仕会復帰 あるい は 自宅 で の

日常生活に戻 る こ とを大前提 と し て い る 。 入 院する 本人 は、「生 」 を 前提 と し て い る が 家族 は 重篤 な病

で あれば、そ の 人 の 「死 」 を 了解 しつ つ 気遣 い 、見舞 うの で あろ う。 病院は、生き る こ とが前提 で あれ

ば、死を もっ て の 帰宅は敗 北 と もい え る。死 は 他 の 入 院患者 にも心的 に影 響 を及 ぼす の で、亡 くな っ た

方 は専用 の 裏玄関 か ら 送 り出す 。 人 の 命 は 尽 き る もの で あ る。病院 の 正 面 玄 関 か ら病 室 に 入 り、余命少
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な い 患者さん の よ り何処 で あるタ
ー

ミナル ・ケ ア とい っ て も、命が 尽 き た ら専用 の 裏 口 か らひ っ そ りと

病院 を後にす るの で あ る。

　
一

方 老 人福祉施設 へ の 入所は 、 終の 棲家で あるはず で あ り死 を迎 える場 で あ る 。 逝去 した 時に は、手

際の 良い 商品 化 され た葬儀社 の 手 によ り病 院 か ら直接斎場に 運ばれ、パ ッ ケ
ージ 化 された葬儀 、葬祭 を

営まれ死 へ の 旅立 ちを す る の で あ ろ うか。
一

部の 高齢者 で は 、 親を看取る 時代を我慢 して きた。で は、

施設利用者 の 終 の 棲家は どの よ うな もの で あ ろ うか。老 い を生 きぬ き、死 へ 向か う高齢者の社会的な価

値や尊厳は何処に確 か な実感 として 実在す る の で あ ろ うか 。高齢社会 の 中 で 人生 の 終焉 を ど の よ うな生

活 の 場 で位置 づ け了解さ れる の で あろ う。 老人福祉施設が終の 棲家で な くな っ て い るよ うに 思え る 。 7

〜8 割 の 利 用者が病院で 亡 くな っ て い るの で ある。理由 は 様 々 で あ ろ うが 、施設 で は人 の 死 を看取 られ

なくなっ て い る。人 は 高齢 に なれ ば必 然的 に 加 齢 に よ る病や 障害 を生 じ る もの で あ る。年 を重 ね れ ば確

実に 死 は 訪れ る。死 を家族や施設職員は どの よ うに 了解す る の で あ ろ う。施設 で 死 を看取 る だけ の器が

な くな っ て い る ともい える。老人福祉施設 を利用す る 際に は 、家族は 、終の 棲家で あ り人生 の 終焉 を看

取る とい う了 解が何処 ま で で き て い る か 疑問 で ある。それ は 老 人福祉施設利用者 へ の 面会回数か らも知

るこ と が で きる。老人福祉施設 で は利用者が 重篤な状態で あれば家族 の 意向 で 医療機関に移る の で ある。

　終 の 棲家と い うこ とが どの よ うな意味を も つ か とい うこ と を改 め て 考 え る 。 国際生活分類 （ICF ）

に お け る 健康指標 が 、健康で 文化的な生活機能 を求 め られ よ うと し て い るの で はな い だろ うか 。
4

高齢

に な り子 どもや周囲 の 人 達 に 迷惑を か けな い よ うに 心 掛け老 い を生 きて い る。老人福祉施設 に お い て も

死 を 了解で き る 施 設職員 に 出会 い た い と思 う。老 い て 亡 くな る こ とは 避 けられ ない 事実 で あ る。病や し ょ

うが い を もたれた高齢者に か か わ る者と し て 、死 を生活 の 延長 と して 家族 と も ど も受 け入れ、了解され

なけれ ばな らな い 。

　あ る 地 方 で は、村 民 が 亡 くな る と村で葬儀
一
切 を営む。火葬は村 の 斎場 で 執 り行わ れ 、火葬 され しば

らくす る と亡 くな られ た方が 、風 に乗 り村 を通 り抜け て ゆく。住民 は 、「最後 の お別れ に来たね 」 と話

し、そ の 人 の 死 を了解 で きる地域で もあ り環境 で もあっ た時期があ っ た。

　利用者は 、今ま で 生 活 して きた個 々 の 人生や住み慣れた家を離れ 、築 い て きた 人 間関係を 断 ち切 っ て

施設 に 入 る わけ で あ る。家で は 「お母 さん ・お父 さん」 呼ばれ て い た 生活 か ら 「○○ さん 」 と呼 ばれ る

利用者に な る の で あ る。身 の 回 りの 利 用者は 知 ら な い 人 ば か りで あ る 。 人 生経験か ら 人間関係 を上手 に

築ける人、な か な か 人 の 中に入れ な い 人な ど様 々 で ある。ま た 家族 か ら見捨 て られ た と思 う利用者 もい

る。家族に捨て られ た と思い 込 ん だ利用者は寡黙 にな り、職員に言葉で の 意思表示 が 亡 くな る こ と も あ

る。そ の 上 に 利用者 同 士 の 会 話 も な く、居 室 に 閉 じ こ もり、入浴 を拒否 し、食欲 も低 下 し、生命維持 が

危ぶ ま れ る状況 となる。報徳 園 で は 入 所の 際に 、こ の よ うに 状 況 が あ り生命にかかわ る こ とがあ る こ と

を家族に説 明する。入所 1 〜2 週間は 「面会 の 回数 を多くもっ て欲 しい 。利用者本人 の 好物や嗜好品 、

家で 愛用 し て い た服、家族 の 写真を持参し て 面会に来 て 欲 しい 。生渚 の 場所は変わ っ て も家族 の
一

員 で

ある と い うこ とを高齢者 が理解で きるな ら伝えて 欲 しい 」 とお 願 い す る。生活 の 質 「Quality　 of 　Life」

を単な る専門的用語 の 理 解 と して の rQOL 」 で は な らな い 。施 設 サー ビ ス 利用者 に と っ て も 「Life」

を生 活 と狭義 に 捉 え る の で は な く、 1 ．生 命 ・
命 （医療 を伴 う分野）、 2 ．寿命 ・

人生 （目常生 活 の 活
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動）、 3 ．生涯 ・人生 （教育と福 祉分野） と して 理 解 し た い 。終末期 を 迎 え よ う とす る人 はい ずれ医療

の 分野 を離れ る 。 介護者は 、福祉的な援助 を基盤 に しなが ら尊厳 あ る
一

人 の 人生 そ の もの の 側 に た ち、

寄 り添わねばな らな い 。利用者 へ 健康的で 文化的 な生 活 の 援助 の で き る人 材 の 養成 に 努 め な け れ ば な ら

な い 。本学関連 の 二 施設 で は 、 先駆的な取 り組み に 心掛け、終の 棲家とな る老人福祉 施設 の 理念 を通低

して い る こ とは 本学科生 の 介護福祉 士 専門職養成 の 根幹にか か わ る要因がある。健康で 文化的な生活 を

支える努力をする 理念は本学学生 に紡が れ なくて はな らな い 。

5 ．高 田福祉事業協会 ・報徳園の 実践

　実習施設 と な っ て い る報徳 園 の 平成 18年、 3 月末現在110人 中23人 が 1 年未満 で 退所 して い る 。 15年

以上生活され る利用者が ある中で 疾病 、年齢 も加味 され る で あ ろ うが、やは り施設生活に適応 しにくい

こ との 表れ の
一

つ か と思 えわれ る。介護者は、日常の 介護 の 中 で 「終 の 棲 家」 とな っ て い る場に お い て

看取 とい う営み を生活 の 質 「Life」 に 重要 な場 と して 位置 づ け、改め て 人 の 尊厳 と して 自覚しなければ

ならない の ではな い か。

　本学に は 報徳園に介護福祉士 と して 20数年働 い て きた織 田 が い る。あ る高齢者 （女性）は
一

つ の 荷物

の 包み を解き見 せ て くれ た。本人 が まだ若 く、四国八十八 ヶ 所 の お 寺巡 りを し て 臼い 木綿 の 着物 に朱印

を押して も らっ た。こ の 着物 がそれ で あ る。「あ りがた い着物で ある。私 が 息 をひ き とっ た時、こ の 着

物を着せ て 棺に 入れ て 欲 し い 」 と言われ た。

　女性 の ある高齢者で あるが 普段か ら着物 の 生活が多か っ た 。 こ の 着物は
一
度も袖を 通 し て い ない 。私

が 「死 んだ らこ の 着物 を着せ て 送っ て 欲 しい 」 と言われ た。 こ の よ うに 自分 の 最後 を家族 で な く施設 の

職員 に託す気持 ちは どの よ うな思 い で あ ろ う。施設 で 生活 され て い る利用者 は、自分達 は親を看取 り、

自分も住み慣れ た 家で 子ども、孫に囲まれた生活 を考え て い た で あ ろ う。ま だ ま だ 死 を迎え るには随分

先 の こ とで あろ うと考え て い た に違い ない 。施設利用者は 自分 の 最後を何 も考えて い な い の か、特 に 男

性利用者 か らは こ の よ うに 申 し出を聞い た こ とがな か っ た。逆に 「こ こ で 、最後 ま で お世話になるわ 」

と気丈 に 言 わ れ る方もあ り、も う家には戻れ ない とい う覚悟みた い な雰囲気 を感 じ とっ た。

　曹洞宗 「禅 の 友 」
55

月 号で 秋 田 県宝昌寺住職新川泰道は 、「寺 の 各種行 事や講 に 参加 され る頻度 の 高

い 高齢者 は、寝た き りや認知症 に な りに くい との感覚を もた れ て い る よ うで ある」 と述 べ て い る。檀家

が 、「座禅 ・
勤行

・御詠 歌を勤めにな られ る 」 ため に 寺 に 足 を運ぶ。そ の 様子 を概観する と、高齢者が

多 い の は 当然 の こ と な が ら高齢者 が 生 き が い をも っ て 寺 に 足 を運 ぶ よ うで あ る 。 結果的に 老 い の よ そ お

い が 豊 か にみ うけられ る。お寺 を基盤 と し た高齢者の 社交の 場 で とな るとともに介護予防 の 役割 を担 っ

て い る。施設 に お け る利用者 の 生 きが い とは 何 で あろ う。

　老人福祉施設は 終の 棲家で もあるはず で ある。一
人 の 人間 の 死を施設 は どの よ うに受け止 め る の で あ

ろ うか。施設 における タ
ー

ミナ ル ・ケ ア は どの よ うに営まれ て い るの で あ ろ うか。一
人 の 肉体的存在 の

逝去 は 、次の 利用者 へ の 受け皿 と化す の で あ ろ うか 。生命 あ る者 に と っ て は 社会福祉 サ ービ ス を利用す

る利用者 は 、
3 人 称と して の 存在で あろ うか。利用者や家族 が希望すれ ば施設に お い て葬儀が行わ れ る。

まさに終の 棲家その もの で ある。葬儀 に は 利用者も参列 し棺は施設 の 玄関か ら施設職員等 々 に 見 送 られ 、
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遺骨 は 玄関 か ら仏壇に納め ら れ癧葬か 呂まれ る。

　高田福祉事業協会 の T 園と H 園の
一

目は 、朝の 洗 面か ら始ま り、着替 え、朝食 、歯磨 き と施設 に よ っ

て 決 め られた 日課 に よ っ て 生活 か始 まる。朝 の お勤めか 園主に よ り行わ れ法話か され 、念仏を唱え る 。

時 に は利用者故人 の 法要 も営 まれ る。仏教 の 施設 とい うこ とて 、毎朝 「お 参 り」 か あ る。そ の 仏参 の 時、

利用者は との よ うな気持ち て 「お参 り」 を して い る の か 尋ねた こ とかある。利用者 の 各 々 の 愚い はそれ

ぞ れ 異な る か 、次 の い くつ か挙げ て み た。  毎朝、お参 りて きる こ と か幸せ 。  仏間て皆に会え る の が

嬉 しい
。   家の 家族 か 元 気 で 暮 らせ る よ うに、手 を 合 わ せ る。  リ ュ ウマ チ で 痛 い 箇所 か 少 して も痛 み

か 和 らく よ うに。  こ の 施設 て 長 4 き て き る よ うに 。   御 院 さん の 話 を聞 くの か楽 しみ。  お参 りの 後

の 簡単 な体操 で体か軽 く な る。  嫌 た け れ と、連れ て こ られ る の て 仕方か ない 。
一

部の 方の 思い て あ る

か 、朝の お参 りに お い て は こ の よ うに思 っ て い る こ とを知 っ た。「○○ さん 、○回忌」 の 法要に お 参 り

し、焼香 して も 「可哀想 に、早 く行きな し た （他界）な あ 」 と しか 受け止 め て い ない 。自分はまたまた

と　。 「死 」 な ん か 考え て い な い の か 現実 で は な い か、また考 え る 余裕 もない と愚 う。　 方て は 「死 」

は恐ろ しい 、死 に た くな い と思 え っ て い る利用者 もい ると介護職 の 経験 か ら感 し る。本学教員 の 織田、

佐藤、長 岡 で T 園 とH 園 の 利用者に聞き取 り調査 を させ て頂 い た。ア ン ケート項 目は 資料 1 、分析結果

は、資料 2 を参照。

ま とめ

　養護老 人 ホーム て 、
コ ミ ュ ニ ケ

ー
！ J ン を取れ る 方 28名 か ら聞き取 り調 査 を 実施 した 。そ こ か ら高齢

者 の 死 生 観 もふ くめ 高齢者の 牛活 を探っ た。

「纛 漏
一

蠹颪
　 　 　

L・w ’m−　　　 1　　　 ＿
　 　 　 60鴇　　　　　T印N　　　　　ε  　　　　　ge、　　　　 TOOS

　 　 　
冒
巴

蛇 一
　　　　　　　 図

一 1　 男女比較

　　 鑑憾
・
 

・
調 ∵ i

胤
藷　 一’．。txx　’1　1 ： 1　 ・1

’ ・…

　 　 眺 　　　1眠 　　 2  　　 3脳 　　 40S　　 5眠　　 60S　　 10軸　　 8   　　 90も　　 TatrM

　 　 　 ロ イ 　1年 未 茜 　　　　　　　　　　 邇口　1年一2年

　 　 　 口 ’、　2年〜3年 　　　　　　　　　　　　　　
コ＿　ユ年〜4年

　 　 　 ■† 5年
〜9 年 　　　 　　 　　　 　ロ へ　 O年hl4年

　 　 　 ■ ト　 コ年 一19年

　　　　　　　 図
一 3　入所年数

1

ロイ

険 。  1
備叮

∵
繭
　 　 一旨

桝
　

鳩
扁 　 　

殉
　 　 ｝』　 　 ・　 　

一

鸞聾讌 罫 轟 ・ 3

・
　　 　 　　 　　 　 監　 　

曽
　 ｝

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 旨　　　　　　　　　　　　噌
覧　 　 　 　 2眠 　 　 　　 　 40覧　　 　 　 6眠 　 　 　 　　鵬

イ　自発的 1 り く　　　　　　　　　　 靨冂　通れ て トーτ も⊇コD 何く

ハ灯 ナないの て居室 て于を合わ ず　　　 二 　関 し がな い

　 　 　 1

，1偽 1

1

1

　　 　　　　 図
一2　 年齢構成

　

　　 　　　 図
一4 　 施設 で の 生活

F 。 一 ヨ

削
野 馳

黒幅 玄    　P げ
叩匿　判 珥　胤

蠶 讐 が

18 5

　嚇　帖　　穿
一

蘭胛　　 　 5　　 　　艸　　　　　悼 鼻

跡
轟 　 鳶ま　　凱 監

眠 20監　　　　　　 40、

　 ロロ　61 歳
一70 歳

　 ■ ハ71 歳
一BO 歳

　 「 ＿6 臓 一90歳

　 コ十 勝 歳一監OD歳
　 ■ へ　1D1 歳以 上

50瓢 80黠 100 兇

1t

　 　 　
’
　 9　 　　 　　　

“
　　 d．＿一三一一一一

D 　　　　　　 2α』　　　　　　 40×　　　　　　 60n

　 　 ロ イ 気痔ちがはれる　 　 　 　 ■ ロ 人と顔を合 わすの

図
一5　朝の仏参へ の 参 加 図

一6 　仏参に参加する気持ち

一56 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

「老 い の よそ お い 」 Vol ．1

図
一7　 法話 へ の 気持ち

図
一8　 入所前 の 仏壇 の お守 り

図
一9 　お七夜に つ い て

図
一11　お七夜の 説法に つ い て

図
一13　友達がで きたか

図
一10　お七 夜へ の参加

図
一12　お七夜の楽 しみ

図
一14　食事に つ い て

図
一15　入浴は楽 しみか

　男女比 で は 、圧倒的に女性 が 多い。女性の 方 の多く は戦争未亡 人 で あ っ た 。 第二 次世界大戦直前 又 は

戦争 中 に 結婚 し、最愛 の 夫 を戦地 に 送 り出 し た。終戦 と共 に最愛 の 夫 が 帰 っ て くるもの と信 じ待 ち続け

た。総務省統計局 の 統計データ 人 ロ ピ ラ ミ ッ ド
6

か ら分 か る よ うに 75歳〜87歳ま で は男性 が 少 な い 。こ

の場に は統計的数字で は なく、平和教育の視座か らも今を生き て い る存在する 。 あ る男性の 方 に 入 所後
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に 友達 は で きたか聞 くと 「で きない 」 と語 る。此処 の 居室 の 並びには男 は私
一

人 だ。最近は耳 も遠 くな

り相手 か ら言われた こ とが 良く理解で きな い 。勝 手に うなず い て 誤解を生む の もお 互 い に困る。今は、

で きる限 り話を し ない よ うに し て い る。同様なこ と は女性 の 方に も言 えた 。加齢に よ り耳 が 聞こ え に く

くな り相 手 の 言 っ て い る こ とが分か りに くい 。私 が適当 に 返事 を して 誤解 を生む の は かなわな い 。会話

をす る こ とは ない と答えた 。 施設 で の 生活 の 中 で 利用者 な りの 生 活 の 配慮 を され て い るの で あろ う。入

所年数が 5 年以上 の 方 が 全体 の 64パ ーセ ン ト （18名）を占める。施設 とい う共有され た 場 と時間 の 中で

生 き る術を 「お 世話に な っ て い る 」 「厄介に な っ て い る 」 と い う言葉を多 くの 利用者か ら聞き 「目 々 が

あ りがたい 」 と感 じて い る 。

　入所 の 際 に、家にあ っ た仏壇 を施設 に持 ち込 めない の で 知人 に譲 り渡 し た。せ めて お位牌 だけで もと

思 い 後 日、住み慣れ た わ が 家を 訪 れ る と更 地 とな り知人 に 譲 っ た仏壇 の 中の お位牌は す で に 片付 け られ

て い た 。 施設利用者の 生活 の指針 は、独居の 身 で あ り 「他人 に 迷惑をか けな い 」 生活を営む こ とで ある。

学生に語 る生活 の 場 で あ り自己選択 ・自己決定を求める場 とは対極す る生活 の 場 が 此処 に存在す る。施

設 で の 生 活は加 齢 と共 に 身体的 に 病 を患い 不 自由 さ が あるもの の 自力 で 生 活 して い る。本施設 は 浄 土真

宗を基盤と し毎朝 「仏参」 が行わ れ る。60パ ーセ ン トの 利用者は仏参に参加する。そ れ は 入所前に仏様

の お 守 り を して き た 延 長線 で も あ る。高 田 本 山 で 営まれ る お 七 夜 に っ い て の 理 解 もされ て お り真宗 へ の

理解 を され て い る。そ の 基盤 に 立 っ て 施設 で 日々 の 生活 が され て い る。利用者に とっ て 食事や入浴 は生

活 の 基本 とな る こ と で あ り楽 しみ に され て い る。入 浴時間も午後の 時間帯、夕食後の 時間帯等決め られ

た 時間 の 中で 各 自の 生活 リズ ム に 合わせ て 利用 され て い る。

　終 の 棲家として 日 々 を生活す る中で 、葬式 の 費用 を用意 して い る人や孫に費用 を預 け て い る人が居 た。

お棺に 入れ て欲 し い もの は 、写真や愛読書を 入 れ て欲 しい と 願 う人、着物を用意し て い る人や姉か ら頂

い た服を入 れ て欲 し い と数は 多くは な い が心積も りを され て い る 方が い た 。
旦 那 の お位牌や愛読書を入

れて欲 しい と願 っ てい る人 も居 る。又 、80〜90歳にな っ て病んで人 の 世話 にな っ て、葬式にも来て くれ

な い こ とが苦に な る。病 を患 い 植物状態 に な っ て ま で 迷惑をか けた くない と思 い 、早 くお 迎 えに 来て欲

しい と願 う。 利用者 は 、 迷惑 をか けた くない と願 っ て い る の で あ る 。

　 こ の 時代 を生き て きた利用 者 の 当時 の 家風は、男性 は甲種合格を誇 りと し 出兵する こ とが 家や地域 の

誇 りで あ っ た。女性 の 結婚観に は 、添 い 遂げる こ と が前提 に あ っ た。昨今 の よ うな 離婚 は家に と っ て も

恥ずか しい こ とで もあ っ た 。 男は 戦地 に 赴 き最愛の 妻や 子 どもを残 し戦死 し た人たちが い た 。 女性の
一

人は、戦争 中に結婚 し戦地 に夫を送 り出 した。戦後、私 の も と に 戻 っ て くる こ と を信 じて 待 ち続 け戦争

未 亡 人 と な っ た。そ の 心情は今 の 学生 に 何 処 ま で 理 解され る の で あ ろ うか。別 の 利用者 は 、「私 は 姑 に

23年間つ くした 。 そ の後、嫁に 15年 つ く し 此処 に 来た 。 」 と語 る 。 こ の 人 の 38年 間 の 耐 え尽 く した人生

をどの よ うに 理解 し傍 らに 寄 り添 うの だろ うか。又 、75歳か ら87歳ま で の 人 口 動態をみ る と第二 次世界

大戦 中で ある こ とが 記 され て い る。しか し、そ の 数に潜む そ の 時代を 生 きた 人生 が刻まれ て い る事実を

現代に 生き る若者に 紡ぐ こ とが必要 で ある。介護養成 で 高齢者 の 身体介護 を基調 とした介護技術 の 習得

の 裏側 に 潜 む 戦争 を生き抜 い て きた高齢者 に 内在す る 心情を単なる平和教育で なく、利用者と の 係わ り

若 い 学生 に情感をも っ て体得 させ る こ とも必 要 で ある。それ は 、日本国憲法 の 条文 に あ る 「日本国民 は 、
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恒久 の 平和 を念願 し、人 間相互 の 関係を支配する崇高な理 想を 深 く自覚する の で あつ て 、平和 を愛す る

諸国民 の 公 正 と信義 に 信頼 して 、われ らの 安全 と生存を保 持 し よ うと決 意 した。」 と あ る。人間相互 の

関係 を支配す る崇 高な理想を深 く自覚す る す る 場 で もあ る 。 高齢者 の 生活 の場を通底す る こ とに よ り平

和に つ い て 21世紀の 担 い 手 で ある学生に伝承 されなけれ ばならな い 。そ の 延長線上 に あ る 高齢者 へ の 介

護で あ り 、 看取 りの 姿を見出す必 要がある。又、高齢者は 、老病を生き諸行無常 の か け が い の ない 人生

を
一瞬一

瞬生 きて い る存在で もある。 死ぬ身 を生 き抜 い て い る存在 と便利な もの に振 り回 されなが ら生

きて い る学生がやが て 自らが 行く道の りと感 じ なが ら介護にあた っ て 頂 きた い と願 う。人が人を介護 さ

せ て 頂 く源流が そ こ に存在する とで あろ う。私 た ち は、老 い や病や し ょ うが い を抱え て 生 きる人た ちも

尊い 人 として 今 を生 きて い る存在 として 係わ る こ とがで き る の で あろ う。

　ア ン ケ ー トを 概観す る中 で 施設 で の 利用者 の 看取 りは 、
「迷惑 をか けた くない 」 とい う思い の 下 に 死

を了解する の で あろ う。限 られた人ではある が葬式費用や棺に入れ て 欲 しい もの を用意 して い る人 も居

る。しか し、多 くの 利 用者 は、真宗高田派 の 下 に社会福祉実践 され て い る本施設 に終の 棲家と して 死 を

暗黙 に 了解 をされ て い る 。 施設 で出会 っ た人 の 葬儀に参列 し 、 後 の 法要に参加する こ とを通し
一

人称の

死 を了解され 死 ぬ身を 生き て い る の で あろ う。
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