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（ 要　約　）

　人間 は、必ず死 を迎える 生き物で ある．明解な事実で あ るが、老い を生 き る 高齢者 に とっ て は 避 けた い 事 で も

あ る。お 釈迦 さま が言 わ れた よ うに私たちは、死 ぬ 身を生 きて い るの で あ る。介護 に係 わ る人 材 養成 を行 っ て い

る 私 た ち は 、人 の 生 きた 証 と し て の 終末 期 を 次 の 世代 に 紡 ぐ視 座 を模 索 して い る。社 会 福 祉 法 人 高 田 真 善 会 ・特

別 養 護老 人 ホ
ーム 報徳園園長 の 千草 は 、「生 ま れ た 時に そ の 人 の 死 ぬ 時 は、約 束 され て い る」 と語 る。報 徳園 で

は、亡 くな る と本人の 身近な 人 た ちが 集い 、御院さん に よ る 「枕経」 が営 まれ る。遺族 の 都 合に 合わ せ、利 用 者

及 び 職 員
一

同 で 「お 別 勤め 」 を行い 、正 面玄 関 よ り合掌 ・礼拝を受け見送 られ る。報徳園に 暮 らす
一

人 ひ と りに

と っ て 真 に 「終 の 棲家」 と な っ て い る。
一

身 田 寺 内 町 近 隣地 区 に お け る 住 民 の 生 活 に 関 す る意識 調 査 を通 し て 老

い の よそ お い につ い て概 観 す る。

は じめ に

　津市
一
身 田 に は、真宗高 田派本 山が 存在す る。真宗高 出 派本 山 で は 、お 七 夜 報 恩 講 を は じめ多 くの 年

中行事 が 行 われ て い る 。 高田派 の 教えで は 、阿弥陀如来は、あ らゆる者 を浄 土に救 うとい う大 きな誓 い

をた て 、われ ら凡夫 （ぼんぶ〉 には こ の 誓 い を信 じ念仏 を申す こ とが浄土 に 生 まれ る因 （たね）に な る

と勧め て くれ る とい う。

　宗教とは 人 に 死や生 の 意味を考えさせ る こ と を役割と して き た の で はな い か。広井
1

が 「戦前 の 日本

人ない し現在 の 50〜60代以上 の 高齢者 の 方 々 の 世代 は 、何 と言 っ て も伝統的な （例 えば 『死 ん だ ら土 に

還 る』 とい っ た 感 覚を含 め て ）『仏教 的』 とい っ て 大方差 し 支 えな い よ うな、無意識 の うちの 暗黙 の

『死』に つ い て の 了解があ り、そ れ が 日本人 に 『共有』され た ひ とつ の 感 覚にもな っ て い た。」 と述 べ て

い る こ と か らも伺え る。一
方、若 い 世代 の 人 たちは ど うで あ ろ う。日本人が無宗教で ある とい わ れ る よ

うに な っ た の は、戦後 に な っ て か らで ある。特 に 高度経 済成長期以降、戦前に 対する反動 とい うこ と も

あ り、死 は片隅 に 追 い や られ 経済成長期に お い て は、生 の 充実、物質的な富の 拡大 とい う事 に価値観や

発想が 移 り、それ が 一
種 の 宗教 の よ うな も の と して機能 した とい わ れ て い る

2
。今 回、真宗 高 田派本 山

の あ る
一

身田寺内町近 隣地 区の 住 民が本 山 とどの ような関わ り をもちな が ら生活 を し て きた の か 、また

生活 を して い る の か 、普段 の 生活 の 中で 影響 を受け て い る こ とがある の か等 の 意識調査 を通 し、老い の

よ そ お い に つ い て 概観 し た こ とを報告す る 。
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1 ．調査結果 （調査方法 は、質問紙に よるア ン ケー ト調査を実施）

　 1 ）属性 （表 1 ・2 、図 1 ）

　対象者は 男性 56名 、女性 65名 で 、平均年齢は 63．9歳 で あっ た 。年齢区分は 20歳代 1 名 （0．8％）、30歳

代 4 名 （3．3％〉、40歳代 6 名 （5．O°／．）、50歳代14名 （11．6％）、60歳代31名 （25．6％）、70歳代42名 （34．7

％）、80歳代22名 （18．2°

／・）、90歳代 1名 （0．8％）で あ っ た。住ん で い る地 域は、イ．住宅地 が 107名

（88．4％〉、ロ ．商業地 7 名 （5．8％）、
ハ ．農耕地 4 名 （3．3％）で あ っ た 。

表 1　 性別

　 20歳代

　 30歳代

　 40歳代

　 se 歳 tt

　 60戯代

　 70歳代

　 ao歳代

年
ge 歳以上

齢

性別

團 男

■ 女

表 2 年代SI］

度数 パ ーセント

20歳 代 （20− 29歳） 1 ．8

30 歳 代 （30− 39歳 ） 4 3．3

40 歳 代 （40 − 49歳 ） 6 5．0

50 歳 代 （50
− 59歳 ） 1411 、6

60 歳 代 （60− 69歳 ） 3125 ．6

70歳 代 （70− 79歳 ） 4234 ．7

80 歳 代 （80 − 89歳 ） 2218 ．2

90 歳 代 （90 歳 以 上 ） 1 ．8

合 計 1211000

　 　 　 0　　 10　 　20　 　3D　 　40　 　50　 　fio　 　70　 　se　 　90　 100

　 　 　 パーセ ント

図 1　 性別 ・年代別

　 2 ）ア ン ケ
ー

ト結果

　「一身田 の お 七 夜を 知 っ て い ますか 」 は 20歳代 の 1 名以 外 は 全員が知 っ て い る と答 えた （図 2 ）。「お

七 夜は 本山 に お参 り し ますか 」 は 91．7％ が イ ．（1 回以 上 は 参 る） と答 え て い る （図 3 ）。「こ れ か ら もお

七夜に お参 り します か」 で は67．8％ が イ．（行 き た い ）、23．1％が ロ ．（都合が つ く限 り行きた い ）と答えた

（図 4 ＞。「お 七 夜 で お 説教 を 聞い た こ と が あ り ま す か 」 で は 56．2％が イ ．（あ る ） と答 え、38．8％ は ロ ．（な

い ）で あっ た。30歳代は イ ．25％、ロ ．75％、40歳代 は イ．33．3％ 、ロ ．66．7％、50歳代 はイ，35．7％、ロ 、64．3

％ とお七夜 で 説教 を聞 い た こ とが な い 対象者 の 方が 多か っ た。60歳代は イ．58．1％、ロ ．4L9％、70歳代 は

イ ，59．5％、ロ ．33．3％、80歳代 は イ ．77．3％、ロ ．18．2°

／・ 、90歳代 もイ ．と聞い た こ とが あ る 対象者 の 方 が 多

か っ た （図 5 ＞。「お説教の 内容は 理解で きますか 」 で は、イ．（で きる） 37．2％ 、ロ ．（少 し わか る）26．4％

が 半数以 上 を 占め て い た （図 6 ）。「お 七 夜 の お説 教を こ れ か ら も聞き に行きますか 」 で は 、イ，（体が 自

由なあ い だは行 きたい ） 37，2％、ロ ．（人 に誘わ れ た ら行 く）は 15．7％、ハ ．（家事都合に よ り行 けな い ） は

9．9％、二 ．（知 り合い に 合え る か ら） 0，8％、ホ ．（聞きに行 く気 はない ） 13．2％、で あ っ た （図 7）。
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20歳 代

30 鍛代

40歳 代

50歳代

soth代

10 歳 代

20 歳 代

go 鰹以上

　 　 　 　 　 　 20艦代

　 　 　 　 　 　 30観 侃

　 　 　 　 　 　 40M 代

　 　 　 　 　 　 50kft

　 　 　 　 　 　 oo歳代

　 　 　 　 　 　 70畿 代

■ 口 知 らな い

　 　 　 　 　 　 80 歳代

　 イ むって い る

■ 。。。 　 ギ
蔵 以 上

10 　　 　3D 　　　50　 　　70 　　　 90

パーセント

図 2 年齢別

「お七 夜 を知 っ て い るか 亅

　 10蘆 代

　 30 紲 ft

　 り 綾 代

　 so 歳代
　 so窟 代

　 70 歳 代

　 50tft

年
9幟 以上

齢

パーセ ン ト

図 5 年齢別

■ atS い
翻 イ diる

圓 雛 回 箸

　 2臟 代

　 3囃 代

　 40歳 代

　 50械 代

　 60 歳代

　 10歳代

　 80歳代

年
goe 以上

齢

「お七夜で お説教を聞い たこ とがあるか」

　 　 　 　 　 　 　 20歳 代

　 　 　 　 　 　 　 30h代

　 　 　 　 　 　 　 4q畿代

　 　 　 　 　 　 　 50嶺代

Eヨロ 毎 日 参る

　 　 　 　 　 　 　 6Dk 代

■ ’、　参らない

　 　 　 　 　 　 　 10 歳代

■ イロ
　 　 　 　 　 　 　 80歳代

圏 イ 1回以 上はs る

　 　 　 　 　 年 Doft 以 上

■ 無 回 答 　　　　　 齢

10 　　　30 　　　50 　　　70　　　90

パーセ ン ト

図 3 年齢 別

「お七 夜は 本山に お参 りす るかJ

匚コロハ
■ 囗少しわか る

■ tt　za い

籬】イ できる

■ 無 回 管

　 10　　 　30　 　　 50　　 　 10　　　 90

パ
ー

セン ト

図 6 年 齢 別

「お 説教 の 内 容 は理 解 で きる か 」

　 20 歳代

　 30M 代

　 40 歳代

　 5D 蟻代

　 5D 載 代

　 アo歳代

　 SO 歳代

年 g幟 以 上

齢

■ ロ都合がつ く隈り行く

驪 イ 行きたい

■麻 回 箸

10 　　　詔0　　　5D 　　10　　　90

パ
ー

セント

図 4 年齢別

「こ れか らもお七 夜に お参りするか 」

冒 二 知り合いに合える

翻 ロハ

匚コロ 人に 誘われたら 行

ロホ 聞きに行（気は な

旺コハ 絮 事 都 合 に よ り行

■圄 イハ

■iイ ・ロ
驪 イ 身体が 自由な間は

■ 無回答

　 20 　　 40　　 60　　 80　　 100

軍0　 　 30　　 50　 　　70　　 ge

パ
ー

セ ン ト

図 7 年齢別

「お七夜のお説教をこれからも聞きに行 くか」

　「自分の 菩提寺 に お 参 り に行き ますか 1 で は、73，6％ が イ，（す る）、14．9％が ロ ，（しな い ） と答え て い る。

20歳代 は 口 、30歳代 は 、イ 、ロ 共 に 50．0％、40歳代 はイ．66．7％、ロ ．16．7％、50歳代 は、イ．64，3％ 、
ロ ．

28．6％、60歳代 は イ．80．6％、ロ ．12．9％、70歳代 は イ，76．2％、ロ ．7，1％、80歳代は、イ ．72．7％、ロ ．！3．6％、

90歳代 の 1名 は イ で あ っ た。30歳代 か ら90歳代 ま で ど の 年代 も50％以 上が行 くと答え て い る （図 8 ）。

「菩提寺 で お説教 を聞 い た こ とがあ り ますか 」 で は 、54．5°

／・ が イ．（ある）、35，5％は ロ ．（ない ） と答 えて い

る。20歳代は ロ 、30歳代 は イ．25．0％、ロ ，75．0％、40歳代、5G歳代 は イ 、ロ 共 に 50．0％、60歳代は イ ．54．8

％、ロ ．35．5％、70歳代 は イ ．57，1％、ロ ．26．2％、80歳代 は イ．59．1％、 n ．3L8 ％、90歳代 は イあ る で あ っ

た。20歳代、30歳 代は聞い た こ とがない ほ うが多か っ た。40歳代、50歳代は同数で あ っ た。60歳代か ら

90歳代 で は 聞 い た こ とが あ る ほ うが多か っ た （図 9 ）。「先祖 の 供養 （墓参 り） を し て い ま す か 」 で は 95，

0％ が イ．（し て い る）、ロ ．（し ない ）2．5％、ハ ．（お 墓 が な い ） 0．8％ と答えた （図 10）。 「家に 仏壇があ りま

す か 」 は、30歳代 が 25．0％、40歳代 は 33．3％、50歳 代 は 92．9°

／。 、60歳代は 7LO ％、70歳代は78．6％、8G歳

代 は 86．4％が イ ．（あ る）で あっ た （図 11）。

　 「畑 又 は家庭 菜園 の 仕事 が あ り ま す か 」 は 20歳代、30歳代 は n ．（ない ）、40歳代 は イ ．（あ る） 16，7％ 、

ロ ，83．3％、50歳代はイ．429 ％、ロ ．57．1％ 、60歳代 は イ ．45，2％、ロ ．5L6 ％、70歳代 は イ ．40．5％、ロ ．52．4

％、80歳代 は 、イ 、ロ 共 に 40．9°

／e 、90歳代 は ない で あ っ た （図 12）。
「新聞 は読み ま す か 」 は88．4 °

／。がイ．

（毎 目読む） で あ っ た （図 13）。
「回 覧板は 見ますか 亅 は 91．7％ が イ，（見る） で あ っ た （図14）。

　 「隣近所の 付 き合い は あります か 」 は、30歳代 、40歳代 は 共 に ロ ．（あえば挨拶をす る ） 100％、50歳代

は 、イ．（っ き合 い は ない ） 7．1％、ロ ．7．1％、ハ ．（お 互 い の 家を行 き来する）21．4％、60歳代 は、イ．3．2％、
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ロ ．80．6％、ハ ．16．1％、70歳代 はイ．2．4％、 u ．64．3％、ハ ．23．8％、80歳代は 、イ ．13．6％ 、n ．68．2°

／・、ハ ．

4．5°
／。 、90歳代 は ロ で あ っ た （図 15）。「困 っ た とき相談 で き る 隣人がい ますか 」 68．6％ がイ．（い る）、25．6

％ が ロ ．（い ない ） と 答え た。30歳代 で は 25．0％ が い る、75，0％ が い な い と答えて い る。40歳代で は 50．0％

の 同数で あ っ た 。
50歳代 はイ．78．6％、ロ ，2L4 ％、60歳代は、イ．61．3％、35．5％、70歳代は、イ ．73．8％ 、

ロ ．19．0％、80歳代 は、イ．77．3％、ロ ．13．6％、90歳代は イ で あ っ た。50歳代か ら90歳代 で は い る と答 え

た対象者 の 方 が多か っ た （図 16）。「い ざ と い うと き に助け合 っ た りで き る 隣人 が い ます か 」 で は30歳代

で は 25．O％が い る、75，0％が い な い と答 えて い る。40歳代 で は 50．0％ の 「司数 で あ っ た。50歳代は イ ．85．7

％、ロ ．14，3％、60歳代 はイ．61．3％、ロ ．29．0％、70歳代は イ ．78．6％、ロ ．14．3％、80歳代 は 、イ．81．8％、

ロ ．13．6％、90歳代は イ で あ っ た。50歳代か ら90歳代で は い る と答 えた対象者 が 多 か っ た （図 17）。

　 7eth 代

　 3e 観 代

　 4e歳 代

　 fioh代

　 so魂代

　 70 歳代

　 eo 歳 代

犇
鵬 上

国 口V．
囲 イ tz

廻 m 回 ar

　 20 艦 代

　 ヨ啾 代
　 ao歳代
　 50 艦 代

　 60糧 代

　 7嘛 代

　 softft

　 gO趣 以 上

毳
D　　　　　2D　　　　40　　　　60　　　　80　　　　100

　 贋0　　　　30　　　　50　　　　？D　　　　90

パ ーセ ン ト

図 8 年代別

「自分 の 菩 提 寺 に お 参 りに 行 くか 」

■ 口ts
．
tt

鬮 イある

鬨 無 回 答

20 歳代

30 鰹代
＃o繊 代

softftffO

歳 幾

アD歳 代

臼o歳代

犇
嘲 上

　 パ
ー

セ ン ト

図 9 年代 別

「菩 提寺で お説 教を聞 い たこ とがあるか」

鬮 ロ Lな い

■ ハお 墓がない

鬮 イ してい る

圈 無回蒼

　 10 　　　 30 　　　 50 　　　 1S　　　 gO

パーセ ン ト

図 10 年代 別

「先祖の 供養 （墓参 り）を し て い るか 」

　 20 歳 代

　 30Mtt

　 4D 歳代

　 50歳 代

　 60 歳代

　 7魄 代

　 eo 歳 代

年
goe 「a上

齢

パーセ ン ト

図 11 年代別

「家 に 仏壇が あるか」

　 ！o．oo
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　 4000
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ボ
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セ ン ト

闢 囗な」
■ イ

・囗
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図 14 年 代 別 「回覧板 は見 るか 」
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図 12 年 代 別

「畑 又 は 家庭 菜 園 の仕 事が あ るか 」
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図 15年代別 「隣近所の 付 き合 いは あ るか J
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図 13 年代 別

「新聞は読 むか 」
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老 い の よ そ お い Vol．2
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図 16 年 代 別

「困 っ た とき相談で きる隣人 が い るか 」
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図 17 年 代 別

「い ざとい うと きに 助 け合 っ た りで き る隣人 がい る か t

ま とめ

　
一

身 田 に住ん で い る とい うこ と か ら も、ほ ぼ全 員 が お 七 夜 を知 っ て お り、毎 日で はな くて も本 山へお

参 りに行 っ て い る こ とがわ か っ た 。
「こ れ か らもお 七夜に お 参 り し ますか 」 「お 七夜の お説教を こ れ か ら

も聞き に行きま す か 」 は 年代 に よ っ て バ ラつ きが み られ、今 はお参 りに行 っ た り、説 教を聞 い た りで き

て い て も、将来 の こ とだ け に 先 が 読 め な い の で 確実 に 行 く と は 答 え られ な い 質問 で あ っ た と考 え られ る。

「お 七 夜 で お説教 を聞 い た こ とがあ り ますか 」 で は 30歳代 か ら50歳代まで は 聞 い た こ と が な い と答え た

対象者が多 く、60歳代か ら80歳代 は 聞い た こ とが あ る 対象者 の 方が多か っ た。 「菩提 寺 で お 説教 を聞 い

た こ と が あ りま すか 」 で は20歳代、30歳代 は聞い た こ とが ない ほ うが 多か っ た。40歳代、50歳代は同数

で あ っ た。60歳代か ら90歳代で は 聞い た こ とがあ る ほ うが多か っ た。こ の結果は 、お 七夜で お説教を き

い た こ とが あ る 対象者が多い 年代 と重 な る。60歳代 は 終戦 の 前後 に 生まれ た世代 で あ り、60歳代 以 上 の

年代で は、お 七夜や菩提寺で お説教を聞 く と い っ た 習慣 が ある こ とが わ か っ た。また 40〜50歳代 の 高度

経済成長期 に生まれ た世代 で は、お七 夜 より、菩提 寺 で の お説教 の 方 を聞く機会が多く、お七夜に 行 っ

て も お 説 教を 聞 く に は 至 ら な い 、菩提 寺 で な らお 説教 を 聞 い て い る。20〜30歳代 で は 、ど ち らも聞 い た こ

とがな い ほ うが多く、 明 らか に意識が変化 して き て い る 。

　「自分 の 菩提寺にお参 りに行 きます か」 は、40歳代か ら行 くと回答 した対象者 の 方が増え る。「先祖 の

供養 （墓参 り）を して い ま す か 」 は ど の 年代層 で も供養 を し て い るが 、供養 とは 関係 な くて も菩提寺に

お参 りに 行 く機 会が多 くな る の は 40歳代か ら で あ る。「家に 仏壇 が あ りま す か 」 は 50歳代 か ら増 え る こ

とか ら、40〜5G歳代 を境 に 上 の 年代 で は 、親 との 同 居世帯 で 先祖 を供養 して い る家族形態 が多い と 考え

られ る。家族形態は核家族化 し、地域 の 伝統行事 を継承 し て い く こ とや 家庭 の 中で 老 い を感 じ取 る こ と

も疎遠 にな っ て きた年代で あ り、20〜30歳代の対象者が お 七夜で も菩提寺で もお説教を聞い た こ とが な

い こ と の 多 さに もつ なが る と考 え らる。お 説教 の 内容 は 、少 しわ か る を含め る と63．6％と 半数以 上 の 対

象者が 理 解 し て い る。「お 七 夜 の お説教 を こ れ か らも聞 きに行 きますか 」 で は 、人 に 誘われ た ら行 くも

あわせ る と52，9％ とな っ た。お 説教を聞 くこ とは 、60歳代以 上 の 年代 の 対象者 の 生活 に は 溶け込 ん で お

り、人 の 死 や 生 を考 え る機会 に な っ て い る と考え られ る 。
「隣近所 の 付き合 い はあ ります か 」 で は、ど

の年代も、あえば挨拶をす るが 最 も多 か っ た が 、50歳代か ら80歳代 の 年代 で は 、お 互 い の 家を行き来す

る人 も少数 な が らい る こ とがわ か っ た。「困 っ た とき相 談 で き る 隣人 が い るか 」 で は 、30歳代 で は、い

一41 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

高 田短期大学紀要第27号

な い と答え た 人 が 半数を 越 え 、40歳代は 同数、50歳代 か ら 上 の 年代 で は 、い る と答えた 人 が 半数を 越 え

た 。
「い ざとい うときに助け合 っ た りで き る隣人が い る か」 で も 咽 っ た とき相談 で き る 隣人がい る か 」

と同 じ結果 であ っ た。こ の こ とか ら助け合 うこ とは、相談事も含め て の こ と と考えられ て い る こ とが伺

え る。 こ れ は、長年 の 付き合 い が 地 域の 中 で の 助 け合 い の 心 を育て た と考え る。ま た 「畑 又 は家庭菜園

の 仕事があ る か 」 で は 、40歳代まで は 、ほ とん どの 人 がない と答えて い る の に 対 し 、 50歳代 か ら80歳代

で は 、あ る とない が ほ ぼ 同 数 で あ り、こ の 結果 も50歳代 か ら上 の 年代 は 、地域 の 中に 根 を 下ろ し た生活

を送 っ て い る こ とが垣間見 て とれ る。ほぼ どの 年代 にお い て も新聞 を読んだ り、回覧板 を見 て い るの で

社会や 地域にっ い て の 情報収集は で き て い る。しか し、全体的には40歳代 とい う高度経済成長期の 終わ

りの 頃 に 生 ま れ た 世 代を境に 、若 い 世 代 は 地 域と の 関係 が薄く な っ て い る こ と も 伺え る。
一

身 円 に 住 む

住民 に も戦前戦後の 生まれ に よっ て 、地域 の 伝統行事 に 対 して の 意識や、家族形態、地域 との 関係 は変

化 し て い るとい え る。も の が あ りふ れ た豊か な時代に 育っ た 若い 世代で は、家庭や社会 の 中で の 老人 か

ら子 へ の 伝統 の 引き継 ぎ、命 の 引 き継ぎは絶た れ よ うと して い る の で は ない だ ろ うか 。

　介護福祉士養成施設で あ る本学で も高齢者福祉 施設 は 、「終 の 棲 家」 と教え て い る。 しか し なが ら、

多 くの 施設 で は 、利用者 が亡 くな られ る と終末期看取加算の も とで ひ っ そ り と霊安 室 に 運 ばれ る。身近

な人 とともに霊安室 の 近 くの 出 口 より
一・
部 の 職 員 に 見送 られ るの で ある。共 に 生活を し て い た 人 々 に 別

れ の 営み もな く、夜 と霧 との 世界が何 の 疑 い もな く行 われ て い る。高齢者 の 「老 い の よそ お い 」 の あ り

よ うを改 め て 問 い か け る 必要性 を強 く感 じ る。社会福祉法人高 田真 善会 ・特別養護 老 人 ホ ー
ム 報徳 園園

長 の 千草は 、子 と い う字は 、「了 （人 の 終わ り）に
一
（は じ め）を書い て 子 に な る 」 と語 っ て くれ た 。

ま さに 人 の 終わ りを次 の 世代 を担 う担 い 手にそ の 人 の 存在 を紡 ぐ援助 が 求 め られる。
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