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（
一

）　 は じめ に

　地域社会 は そ の 存続 と活性化の た め に い つ の時代 で も人の きずな を保 っ 方法，家族を さ さえ

て い く方法を編み 出 して き て い る 。 こ の編 み 出 し方 こ そが地域の 創造的伝統 と い え よ う。 前号

で は戦前に お ける金沢市の 産業構造 の 変動に と もな う家族問題 に対応するた め，方面委員に よ っ

て 担われ て きた善隣館活動に つ い て そ の 歴史的経過を中心 に検討 した 。 本号で は戦後に お け る

変化を中心にみ て い きた い と思 う。

（二 ） 戦後 に お け る方面委員の 地 位 と役割 の変化

　1946年 （昭和21） 9月 ， 国家 の 責任 と義務の 上 に生活保護法が施行 ，
そ れ に と もな っ て 同時

に民生委員令が政令 と して施行さ、れ る こ とに な tj， 方面委員は 「民生委員」 と改称さ れ委嘱権

者 も県知事か ら厚生大臣に 変わ っ た 。
こ の こ とは単に名称だけで な く今ま で 方面委員が に な っ

て きた社会事業の 質的転換を意味す ると ともに方面委員 の地位 と役割の 変化 を意 味して い た の

で あ る 。 すな わち ， 昭和 7年方面委員の 熱心な努力 の結果 「救護法」が実施 され ， そ れに とも

な っ て 救護法第 4条の 委員 と して 方面委員は位置付け られ て 法律上 の 地位と役割を得，方面委

員の 職責と権威 は拡充 されたtt｝の で あるが
，

こ の 法的根拠が質的に変化 したか らで ある。

　1947年 （昭和 22年）， 児童福祉法が 公布 さ れ た 。 これは 当時 の 重要な 社会問題 で あ っ た戦災

孤児や浮浪児など戦争に よる影響をもろIC受けた子供たち の 救済 ・ 対策の た め に壹で に 厚生省

に児童局が設置され て い たが
，

さ らに それ を強化 し こ れか らの 日本を背負 っ て い く子供 たちへ

の国家責任に よる福祉で あ っ た 。 戦争に よ っ て家族を失 っ た子供た ち や夫を失 っ た女性た ち
，
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さまざ まな かた ち で家族は痛手を受 け，そ れ は特 に家族の 中で 世話を必要 とする人々 に 重 くの

しかか っ て い っ た 。 民生委員は こ の児童福祉法に よ る 「児童委員」 も兼ね る こ とにな っ た 。 こ

の よ う に戦後の 混乱期 の な か で 家族と い う後立て が な い 場合 や保護能力 の 弱 い 家族 の 子供や女

性の ため に民生委員は 地域の 実情に応 じて い ろ い ろな活動を して い た に もか かわ らず単に政令

で 民生委員 と改称 された に す ぎな い た め法的根拠を求める声が っ よ くな っ た 。 そ の た φ1948年

民生委員法が公布 され即実施され た の で あ る 。

　こ の法律に よ っ て 「民生委員 は社会奉佳の 精神を も っ て保護指導の こ と に あた り ， 社会福祉

の 増進 に努め る もの とす る」 とされた 。 そ して 名誉職 （民生委員法第10条）で ， 任期は 3年，

児童委員 を兼務す る こ と に な っ た の で あ る 。 また ，職務 に か ん して は都道府県 の 指揮監督 を受

ける こ と に な っ た 。 民生委員 は officia1 な ボ ラ ン テ ィ ア と して 官庁の 行政的指導下に おか れ る

よ うに な っ たの で ある。

　 しか し，こ の よ うな変化は今ま で 社会事業を担 っ て きた民生委員に新 しい事態 へ の とま
．
ど い

と混乱 と関心を もた らして い たこ とが 1950年 （昭和25）年，石川県金沢市で開催 された第 5 回

全国民生委員 ・児童委員大会の 実施要綱か らもわ か る 。 こ の 全国大会は石川県金沢市で 開催さ

れ て い る 。 こ の 大会実施要綱を み るとそ の 趣旨と して っ ぎ の よ うに 書かれ て い る 。

　「民生委員制度は 今や重大な転換期 に 際会 して い る 。 即ち そ の本質 を正 し
， 方 向を 明 らか に

して ，も っ て 今後 の運営 に誤 りなか ら しめ
， 新た な活動の完擘を期する の 要 ， 誠 に切な も の が

あ る 。 仍 っ て我 々 は茲に急遽本大会を 開催 し
， 飽 くまで も謙虚 な内省 と真摯 な検討 を竭 して ，

真に本制度の 時代 に則応す る不祓の 大道 を確立 し，社会の要請 に応えん とす るも の で ある 。 」1、1

　 協議研究 に お ける 3 つ の特別委員会 は いずれ も民生委員の活動や に 関す る こ とで あ り当時の

混乱 と関心 の よ うす が よ くわか る 。

第一特別委員会

　「協議事項 　民生委員 の 公 的援護に対す る協力方式 に つ い て 」

〈民生委員 は公的援護事務 の 遂行 に つ い て ， 従来 の 主動的立場よ り，順次協力的立場 に 転換す

る こ とを要請され て お り，こ の 基本的方針は民生委員の 民間奉仕者で ある本質か らして理論的

に は妥当と肯定す べ きで あ る が，公的援護 の 適正 と徹底を期待する上 に お い て 現実の諸情勢と

併せ考え る時，実際問題 と して は なお深 く考究す べ き余地が残 さ れ て い る 。 即ち そ の協力 が い

かな る方式と形態 にお い て な さる べ きで あるか ， そ して こ の 協力の 関係そ の もの が法律的背景

を如何な る程度 に必要 とす る もの で あるか を根本的 に究明 じて
， 我 々 直接関係者の 立場 に お け

る明確な 今後 の 前進 目標を確立 し た い〉

第二 特別委員会

　「協議事項　民生委員，児童委員の 自主的活動の 範囲と方式にっ い て ゴ

　く民生委員 ，児童委員が過去数ケ年公的援護 な り福祉の補助機関 と して払 うべ き余儀 な くさ

れ て きた煩雑な事務請負 い は順次公的機関に 移譲す る方 向を辿 りつ っ あ るが ，か くして 生ず る

余力 は挙げて そ の 本質的立場に立 っ て の 自主的活動に ふ りむ け られ る べ きで あ る 。

第三 特別委員会

　 「協議事項　社会福祉の 増進 に関 し民生委員 の 果たすべ き役割に っ い て 」

　＜民生委員の 自主的活動 は夫　の地域な り広 く
一

般社会な りの福祉増進 と い う面に大 きな分

野が展開され て お り，あ る い は社会施設な り社会立法の 整備拡充に，ある い は各種 の 社会 的思
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索 の実施浸透に深 い関心 と努力を払 い ，こ れが 企画に，推進 にあ る い は調整に と闊達 な活動を

進 め る こ とが 今後 の 民生委員に大 きく期待され て い る。 また，こ れ に対 して 民生委員の 持つ 役

割，は た す べ き手段方法 は何であ るか を，第
一

線 の 実情を基礎 と して 検討 し結論ずけ た い 〉

　 こ こ に は
， 社会福祉とい う概念の なか っ た戦前 に い わゆる半官半民的な存在と して 慈善事業

に携わ り，戦後 の 混乱期に い ち早 く地域住民の世話を して きた民生委員 の 直面した状況が は っ

き りとで て い る 。 そ して 新 しく登場 した 「社会福祉」 とい うこ とば と考え 方に とまど い な が ら

民生委員の 地位 ・役割の 新た な模索が民生委員 自身 に よ っ て な されて い る こ とが 示め され て い

よ う。

　1950年生活保護法改正 に よ り公的扶助は公的責任に お い て 実施 される こ と に法制度が整備さ

れ た 。 そ して 社会福祉主事が 今ま で の 方面委員そ し て 短 い 聞で あ っ た が 改称さ れ た 民生委員が

して い た こ との 地位と役割を新た に担 う こ と に な っ た の で あ る 。

　「こ の 時の 民生委員 は，全部取 り上 げ られ た空虚な気持ち と申 しま

1
し ょ うか ，非常 に精神的

・

な影響 が．あ っ た の で あります 。 」 （民生委員制度 50周年記念大会に おけ る全国民生児童委員協議

会長 ・第三 善隣館理事長　荒崎良道 の 講演よ り）

　 1951年 に は石川県連合民生委員が石川県社会福祉協議会の 「民生委員部会」 として 発展的解

消を し
， 同年 ， 社会福祉事業法が 制定 され戦後の 新しい 体制が ス タ

ー
トした の で あ る 。

（．三）善隣館活動 の継承 と新た な活動

　 こ の よ うな
一

連の 法改正 の過程で ，社会福祉活動の 領域だ けで な く社会教育法の 施行 に よ り

善隣館が い ま まで お こ な っ て きた社会教育 的な活動 は地区 の 公民館が にな う こ とにな っ た。 善

隣館活動の下地によ っ て 金沢で は戦後瞬 く間に ほ とん ど の 校下で 公民館が設置され，い わ ゆ る

「金沢方式」 に よ る運 営が お こ な われ て い る 。

〔図 1〕 戦 後 の 善 隣 館
一

覧 表

（昭和63年 4 月 1 日現在）

経営主体 名　　称 所　在　地 代 表　者 創立年月日 電　 話

社 福 法 第
一

善 隣 館 野町 3丁 目 1 − 15 理 事長　清 ・水 準　一
昭 9．9．141 − 4030

〃 第 三 善 隣館 小将町 8 − 23 理事長　吉　井　浄　龍 昭 1G．3，121 一 〇962
〃 第 四 善 隣 館 泉野町 1丁 目 1 − 25 理事長 秋　田　他啓知 昭13．6．841 − 3316
〃 馬 場福 祉 会 東山 ぎ丁 目29−22 理 事長　古　屋 　進　

一
昭14．9，152 ぬ3959

〃 新竪 善 隣 館 麟町62− 1 理事長 沖　　 長　治 昭18．10，131 − 0258
〃 永 井 善 隣 館 菊川 2 丁 目 8 − 13 理事長　北　川　理　吉 昭15．11．131 − 3429
〃 小立野善隣館 小立野 5丁目 1 − 5 理 事長 吉　田　昭　炳 昭15．10，161 − 2755
〃 森 山善 隣館 森山2 丁 目18− 4 理事長 林　　 長　作 昭 17．12．2052 − 0817
！ノ 材 木善 隣 館 材木町 13−40 理事長　藤　田　　 明 昭30．10．622 − 1380
〃 　
’

中 村 善 隣 館 中村町 10− 35 理 事長 　増 　井　章 一
昭35，4，2G47 − 4447

〃 粟 崎善 隣館 粟崎町 1丁目 4
　　　　　　　　　　r
理事長　中　島　正　勝 昭18。4．138 − 3720

民　　協 此 花 会 館 笠市町 6 − 4 賢懸 経 田 七五三 二 昭19．7，721 − 0938
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　善隣館活動 も大きな変化 に 直面 しっ っ も戦後 の 困難な時期を そ の 地区の 住民 ニ
ーズ に対応 す

る こ とに よ っ て乗 り切 っ た りまた ，貸館業務中心 にな っ た り しなが らも，戦前 ・戦後を とお し

て存続し活動を して い る 。

　ひ とつ の 事例 と して 第三 善隣館 を と りあげて みたい 。

　第三善隣館 は金沢市 の 中心部 の 住 宅地 に ある 。 旧城下町 の た め 道路 は狭 い と こ ろ が 多 い 。

1989年 1月 1 日現在入 口8953人 ， 世帯数 3
，
409 世帯で あり ， 65歳 以上 は1408人 で 15，7％ と金沢

市の 中で は高 い割合で あ る。 単身老人79人，寝た きり老人 11人，障害者184人母子世帯 49世帯，

父子世帯 4世帯で あ る 。

　現 在，．さま ざまな活動 を して い る が ，戦後 の 歩み を み て い きた い
。

　1946年　石川高等美芸女学校 （各種学校）

　　　　　　女性の 教養 と職業教育 の た め

　1947年　財団法人 ・ 第三 善隣館 に改組

　1948年　小学校区の 変更によ り林木校下か ら分離し味噌蔵校下とな っ た 。

　 1950年　芙蓉保育園開設

　　　　　こ れ は現在の 愛育保育園の 前進で あ る 。

　1952年　社会福祉法人 ・第三 善隣館 とな る

　ユ956年　味噌蔵町社会福祉協議会が発足

　　　　　役員 は17人で あ り校下 の 各種団体 の 長 がな っ て い る 。 民生委員，町会代表 ，公民館

　　　　　長 ， 婦人会長 ， 育友会長 ， 体育連合会長 ， 遺族会長 ， 小学校長 ， 未亡人会長 ， 青年会

　　　　　長 。

　1957年　肢体不 自由児 の ため の 保育所開設　これはそ の 後石川整肢学園に発展的解消 ， 当時

　　　　　として 新 しい試 み で あ り ， やが て 行政 がや る べ き こ とと して 認識される よ うに な っ

　　　　　た の で あ る 。

　1973年　愛育保育園改築

　　　　　（6079万 3千円　県市補助 ・社会福祉事業振興会借入金　県借入金 ・寄付約 8％）

　1975年　味噌蔵福祉セ ン タ
ー完成

　　　　　こ れ は地 域の 拠点づ くりの 意 味が あ っ た。 住民の 関心 も高 く，金沢市と石川県 の 社

　　　　　協 と の連携 もとの にすすめ られた の で あ る 。 （6500万円）

　　　　　船舶振興会補助金　55．7％

　　　　　県補助金　　　　　 4．6％

　　　　　市補助　　　　　　18．5％

　　　　　県社会事業振興資金借入金　1．5％

　　　　　社会福祉事業振興会借入金　12．3％

　　　　　寄付金　　　　　　 7．4％

　 1976年　地域住民か らな る運営委員会

　 1977年　第
一

回福祉バ ザ ー

　　　　　校下諸団体の 参加 に よ り施設 の バ ザ ーと い うだ け で な く地域へ の 拡大と支援体制づ

　　　　　 くりが行わ れ た と い え よ う。

　ユ978年　婦人ボ ラ ン テ ィ ァ グル
ー

プ 「友愛の集い」
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一般住民 ・民生委員約60人に よ る グ ル

ープ で あり，地区の一人暮 し老人 ，寝た きり

　　　　 老人の 実体調査 をお ごな っ た り ，
ヘ ル パ ー

等 との 懇談会を実施した り して い る点 で

　　　　 ユ ニ ーク で ある 。

1778年　手作り弁当サ ービ ス を は じ め る

1980年　独居老人 へ の 給食サ ービ ス を開始

　　　　　こ れ は県内最初 の 試み で あ るが すで に 2年前か ら手作 り弁当の サ
ービ ス の実績があ っ

　　　　 たか らで あ る と い え よ うQ

1983年　学童保育開始

　　　　 働 く母親 に と っ て は就 学前 は保育園で 夕方 まで 預か っ て もらえ る が
， 小学校に入学

　　　　 する と特に低学年は下校時が 早 く， 留守家庭の 子供 の 問題 がず っ と あ っ た の で ある。

　　　　　こ れ に対して民間の 施設が学重保育を地域の 母親の ニ ーズと して うけとめ て い る点

　　　　　に注 目した い 。石川県 は全国的に み て もい わゆ る共働 き世帯 の 比率が 高 い の が特微

　　　　 で あ る 。 （表 1）

1985年　青少年 ボ ラ ン テ ィ ァ グル ープ 「つ くしの会」

　　　　 地域で は若い世代の ボ ラ ン テ ィ ア活動がむずか しい 状況にあ るが そ の 組織化を試み

　 　　 　 て い る 。

　1987年　デ イ ・ケ ア 施設 「味噌蔵さ っ き苑開所」

　　　　 介護 して い る家族に休養を与 え る た め
， 老人の 孤独 ・身体機能の 衰え を地域め ひ と

　　　　　び とと の 交流 に よ っ て 防 ぐた め の 新 しい こ こ ろみ で あ る。家族が老人 をみ る べ きで

　　　　　あると い う考 え の 根強い地域社会の tsか で ，に もか かわ らず，家族だ けで は で きな

　　　　　い 現 実とニ
ーズ に応え た こ こ ろみ と い え る の で はな い だ ろ うか。

　　　　 金沢 市で は最初 2 ヵ所の 老 人福祉セ ン タ
ー

で は じめ たが ，郊外の k め 利用 し に ぐ と

　　　　　い う問題 が生 じて い た こ の よ うな施設は，．身近な と こ ろ に あ っ て家族や老人を サ ポー

　　　　　ト して い く機能が発揮で きると い う事例 に もな る と思 う。 こ れ は
， 施設を と りま く

　　　　 地域社会が い まま で 築 い て きた地域福祉の ス トッ ク とネ ッ トワ
ー

クが必要で ある 。

　1989年 休 日保育を始め る

　　　　　母親の就業時聞が多様にな り， 特 に就業人ロ の多 い サ ービ ス 業で は休 日出勤 が普通

　　　　　で あ る 。 こ の よ うな母親の ラ イ ブス タイ ル の 変化 に ともな っ てこ ど もの 預か り方 も

　　　　　変化 して い る の で ある 。

　こ の 流れ をみ て い る と そ の ま ま地域 の 家族が か か え て い る問題 の 移 り変わ りすな わ ち住民の

ニ
ーズがわp・ る 。 子供 の 世話か ら老人 の 世話 （図 2　参照 （3））へ

， 母親や家族 の ラ イ フ ス タイ

ル の変化に よ る世話の 仕方の 多様化が大きな流 れ と して あ る 。

　戦前 ・戦後を通 して共通 して い る こ とは家族の世話は家族内部の 問題で はな く地域社会の 存

続の た め に こ の よ うに そ の 時代 に応 じて 地域で さ
’
さえ，公的に 支え て きて い る こ とで あ る 。 地

域社会 の創造的伝統 とは まさ に こ の 点をさ して い る の で は な い だ ろ うか 。 こ の サ ポ ー
トシ ス テ

ム の 存在 と機能が ど の よ うに あ る か と い う こ と が こ れ か らの 高齢化社会 （表 3
， 図 7参照 ， 石

川県の 全国に おけ る位置づ けが わか る）をささえ て い く基本的方向の ひ とっ ではないだ ろ うか 。
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〔表 1〕 18歳未満 の 子供が い る核家族世帯 に お い て 夫婦 とも就業の 割合
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地域社会 に お ける家族へ の サ ポー
ト シ ス テ ム の 形成過程 （2＞ 7

（四） 家族の 変化 と社会的サポー トシ ス テム の 形成

　善隣館は地 域福祉 に おける民間の担 い 手 と して戦後 の そ れぞれの 時期 にお い て
， 地域 の 家族

が直面 して きた 問題に取 り組ん で きて い る 。
こ こ に は身近な と こ ろで 住民 の ニ ーズ が小回 りの

きくか た ち で 取 り組ま れ て き た こ とが示 され て い よ う。

　 行政や ビ ジネス の 領域で 取 り組む場合 は こ の ニ
ーズが需要と して顕在化す る こ とが条件とな

る だ け に，「量」 の 存在 と 「時聞」がかか る 。 しか し，
．
地域 で 暮 らし て い る人 々 に と っ て は と

くに家族 の 「ゲア」 に か か わる こ とは家族の 「質」や 「個別」 の 問題で あ り 「現在」の状況 へ

’
の な ん らか の 解決を必要 と して い る の が現実で ある 。 こ の意味 で 善隣館 の活動は住民 ニ ーズ と

需要 の 狭間に お い て 家族 へ の地域的な サ ポ ート シ ス テ ム をに な っ て きた と い え よ う 。 そ して こ

の 背景 に は戦前 ・戦後を通 して 地域に 存続 し つ づ け て きた家業型社会に よ っ て 形成された地縁

に もとつ く地域福祉の ス ト ッ ク の 存在が ある 。 しか し
，
地域社会の変動は こ の ス ト ッ ク の減少 ・

衰退を招 い て お り，
こ   よ うな状況下で 地域的サ ポー トシ ス テ ム は こ れか らの 時代や家族 の 変

化に ど う対応 して い くこ とが で き るの だ ろ うか 。

　 まず ，
こ の前提 と して 家族は ど の よ うに変化 した の で あろ うか 。 形態的に は世帯人数ρ）少 人

数化 と世帯構成の 多様化 〔表 2） 〔図 3
， 図 4〕 で あり ， 機能的に は生活 の 都市化め浸透 ・拡 大

で あ る が こ こ で は生活 の都市化 とい うこ と と家族の 「世話」 に っ い て 考え て い き た い と思 う。

　 「人 は家族 の なか で 生 まれ家族 の な か で 死ぬ 」 と よ くい われて い るが果た して そ うだろ うか 。

出産の 場所 ｝ごっ いてまずみ て み よ う 〔図 5〕。つ い こ の あ い だ ま で は 自宅 で 出産 ：sLる こ とが ご

くふ つ うの こ とで あ っ たQ が こ の よ うに急速 に徹鷹的 に施設で 生む よ うに な っ た こ と こ そ ，家

族の 変化を象徴的に しめ して い．るの で はな い だ ろ うか 。

　 つ ぎ に死亡の 場所 に っ い て み よ う 〔図 6〕。 自宅で死亡する人 は確実 に減少 して おり ， 1985

年に は金沢市の 場合 23％で あ る 。
こ の 結果か らみ る と 「入 は家族 の 外で生 まれ家族の 外で 死ぬ」

時代に な っ た と言え よ う。

・
すな わ ち家族 とい うく場〉は人 の 生死に直接的に はか か わ る こ とが

少な くな っ た と い う現実が あ る。若い 世代 で はお産 は当然病院で と い う方法 しか知 らな い 人 も

多 く，っ い こ の 間ま で 「家 （うち）」で お こ なわ れ て い た な どと し）う こ と に む しろ び っ くりす

るの で はな い だ ろ うか 。 こ どもを生み育て る と・い うこ と はずっ と続い て い る こ とで あるが ，そ

の く方法〉や それに伴 うく場〉は こ の よ うに変化 し て い る の で あ る。

　 すなわ ち，人は人生 の 最初 と最後にお い て家族の 世話を必要 と して い るがそ の 、「世話 （ケ ァ）」

の 仕方は
， 時代 に よ っ て

，
地域 に よ っ て

， 家族りあ りか た に よ っ て そ れ ぞ れ異 な り変化 し て き

て い ると い え よ う。 　 　 　 　 　 　　 　 　
幽
　 　 　 　

，
、

　戦後 の こ の 変化は家業型社会か ら雇用従業者型社会へ の 質的転換の 過程のなか で く生活の 都

市化〉っ ま り都市的生活様式の浸透 ・拡大 とい う視点か らと ら〜える こ とが で きよ う。 都市的生

活様式 とは生活上の諸問題やで きごとが専門機関 ・
専門家によ る専門的処理 に委ね られ る生活

の シ ス テ ム で あ る 。 こ の過程に お い て急速 に定着 し，そ 1うす る の が あた りまえ と意 識の 一般化

が な された の がく出産 は施設で〉だ ろ う。

　 もし，今日
， 出産を 自宅で す る場合ど の よ うな点で 難 しい の かを考え て い くと家族 と そ れを

取 り巻 く親族や 地域社会の 変貌 した姿が は っ き りと浮か び あが る
。

に もか か わ らず 、 家族 の

「世話 （ケ ア）」に 関して 出産以外で は こ の 変貌を認識 して い な い場合 も多 い の で は な い だ ろ う
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か 。

　戦前 ，〈貧 しさ〉ゆえ に 崩壊 にさ らされ て い く家族を地域社会 はみずか らも地域共同体 の 衰　
“

退状況 に さ

’
らされな が ら

，
あ る い は，だ か ら こ そさま ざまな方 法で さ さえ て きた と い え よ う。

そ の ひ とっ に い ま まで検討 して きた金沢市の 善隣館活動が あ る 。 戦後，家族の生計 の 基盤 は さ

らに変化 し続け 「個人」の 雇用労働に依存す る割合が 高ま っ て き て い る な か で 〈生活 の 都市化〉

がすすf4yで い っ て い る 。 そ して くゆたか さ〉ゆえ の 空 しさ と家族の 崩填現象 もあ らわれて い る 。

　家族 が い まま で 担 っ て きだとされ る機能の 多 くはす で に〈生活 の 都市化〉 に よ 6て 専門機関

や専門家に ゆだね られ て い る 。 い やむ しろ 現代の家族 は そ うい うもの に よ っ て さ さえ られ形づ

くられ て い る とい っ た ほ うが よ い の で はな い だ ろ うか 。 こ の な か で 多様 な家族 へ の 多様な対応

が地域社会や社会的サ
ービ ス と して どの ようにあ っ た らよ い の か と い う こ とが新たな課題 と し

て提起されて きて おり， 善隣館 の 事例 が ひ とつ の 手が か りにな る の で はな い だろ うか 。 そ れは

（1）行政と民間 との 協力関係 の あ りかた，  地域福祉ど社会教育の 関係，（3｝住民 ニ
ーズ と需要 の

狭間に お ける担い手に つ い てひ とつ の モ デル を提供して い る か らで あ る 。

　こ れか らの 時代に 対応す る地域的 ・社会的な サ ポ
ー

ト シ ス テ ム は雇用従業者社会， 多様な家

族形態 と家族の 個人化 ， 生活の 都市化，国際化の なか で 「ひ と りで も安心 して 暮 らせ る」 「だ

れに で も安全で ア メ ニ テ ィ の ある」 まちづ くりの
一

環 と して の住宅 と施設とまちづ くりの 総合

的な視点を必要ど して い る 。 ．こ の とき，い わゆ る金沢方式を ささえ て きた地域福祉の ス ト ッ ク

と して の 血縁 ・地縁が
， 家族 へ の サ ポ ー トをス テ ム に対 して 逆機能をはたす こ とをで きるだけ

さけ る た め に は ど う し た ら よ い の か と い うこ とが 新た に 問われ て い る と い え よ う 。
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ト シ ス テ ム の 形成過程  

石川県市町村の世帯類型
』
（1985年）衷 2

核　家　族 世 帯 そ の 他の

親　　族
　 （％）市町村名 普通世帯数（実黝 計 （％） 夫婦のみ （％）夫婦と子（％）片親と子（％）

単独世帯

　 （％）

金 沢 市 133β73 56．4 13．4 37ユ 5．9 20．4 22．9
七 尾 市 13

，619’ 52．3 14．6 35，2 6．4 34．8 12．7
小 松 市 27，336 56．0 11．8 38．5 5．8 34．0 9．9
輪 島 市 8

，
940 49．6 18．0 26．4 5．2 38．0 12．3

珠 洲 市 7，043 43，5 ユ8．7 19．2 5．6 45．1 11．4
加 賀 市 19，921 49．2 12．3 30．0 6．8 30．4 20．3
羽 咋 市 7，407 50．1 13．7 3L1 5．3 4L1 8．8
松 任 市 13，202 59．2 9．6 45ユ 4．5 33．7 7、1
市　　計

山 中 町 3，658 50．2 14．8 27．4 7．9 28．5 20．8
根 上 町 3，558 53．8 8．6 39．3 5．9 39．2 7．0

寺 井 町 3，358 55．4
’

8．9 42．1 3，8 38．2 6．3
辰 口 町 3，628 50．3 9．8 36．8 3．8 41．6 8．0
川 北 町 919 33．1 5．9 23．8 3．盈 63．4 3．4
美 川 町 3

，
151 54．9 12．8 37．1 5，0 37．8 7．2

鶴 来 町 4，799 58．8 10．0 44．0 5．0 35．0 6．2
野 々 市 町 12

，
035 52．4 9，4・ 38．6 4．3 14．8 32．7

河 内 村
1

247 42．9 16．6 20．6 4．6 45．3 1L7
吉野 谷 村 379 42，2 16，0 21．6 4．5 49，1 8．7
鳥 越 村 856 40．0 17．4 ユ8．8 3．9 51．2 8．8
尾 口 村 241 40．0 21．1 24．9 5，4　　　 42．3

　 L　　　　
「 6．2

自 峰 村 364 50．5 ・ 23．1 24．2 3．3 35．2 14．3
津 幡 町 6，008 5α7 11．2 35．5 4．3 42．8 6，1
高 松 町 2，718 5G．4 9．3 36．6 ． 4，5 44．1 5．3
七 塚 町 2，709 50．9 7．8 37．9 5．2 42．4 6．6
宇 ノ 気 町 2，755 51．0 8．9 37．6 4．5 40．0 9．0
内 灘 町 6β72 62．1 9．9 47ユ 5ユ 19．2 18．6
富 来 町 3，

233 42．2 16．1 21，8 4．2 50．0 7．7
志 雄 町 1

，
996 46．3 13．4 26．8 ．6．2 46．2 7，4

志 賀 町 4，
235 43，7 142 25．2 4．3 48．7 7．5

押 水 町 2
，
219 45．0 11、6 28．8 4．9 48．8 6．1

田 鶴浜 町 1β20 47．3 11．9 30．1 4．5 45．2 7．7
鳥 屋 町 1

，
564 48．5 14．7 28．8 4．9 44．6 7．0

中 島 町 2，238 39．1 14．3 ・20．2 7．9 52．4 8．5
鹿 島 町 2，457 44．8 14．0 26，7 4．2 48ユ 7．0
能登 島 町 937 31．9 11，8 15．8 4．3 58，4 9．7
鹿 西 町 1

，
485 48．3 13．8 29．9 4．8 44．8 6．9

穴 水 町 3，774 46．4 20．8 20．4　 、 5．1 42．3 且 ．3
門 前 町 3，458 45．8 25．7 15．7 4．4 41．6 12．5
能 都 町 4，051 47．6 18．2 24．3 5．2 422 10ユ
柳 田 町 1β69 37，0 17．3 15．6 4，1 54．8 8．2
内 浦 町 2，579 48ユ 15．5 26．6 6．0 43．0 8．8
町 村 ・計 」

合　　 計 325，111 53，4 13．2 34．7 5．6 29．8 16．6
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図 2　 老人福祉施設 の 種類

区　　　　　 要 概　　　　　　　 要 負 担 者 入所手続

養護老人 ホ

ー
ム

特別養護老
尸
人ホ ー

ム

軽費老人ホ

ーム （A 型）

軽費老人ホ

ーム （B型）

　

　

　

　

　

．．．．．．．．．．．層卩．．．．．層．「

入
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　「
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

利
　
　
　

用
　
　
　

施
　
　
　

設

（参考）

　（入 所要件）

　 原則 と し て 65歳以上 の 者 で
， 身体上 ，

精神上 又 は環境上 の 理 由及び経済的理由
に よ り居宅 で 生活す る こ とが困難な者

　（入所要件）

　 原則 と し て 65歳以上 の 者で ，身体上，
又は精神上著 しい 障害が あ るた め常時介

護を必要 と し，居宅 で こ れを受 ける こ と
が困難な者

　（入所要件）　 一

　　 原則 と して 60歳以上 の者で ，身寄 り
が な い か．又 は家庭の 事情で同居 で きな

い者で 基本利用料の 2倍程度以下 の収入
の あ る者 （ねた き り老人を 除 く）

　（入所要件）

　 原則 として 60歳以 上 の 者で ，家庭環境，
住宅事情等 の 理 由で 居宅 で 生活困難な者
（ただ し，自炊 が原則 で あ る の で

，
こ れ

が可能 な程度め健康状態 で あ る こ と）

　（入所対象者）
　 上記老人ホ

ー
ム の入所要件 に該当 しな

い 者や公的援助の ある施設 に入 る こ とを
望ま ない 者

　 在宅 の 虚弱老入等 に入浴 ， 食事 ， 生活』
指導等各種サ ービ ス を提供する た め の 施

設

　 地域の 老人 に対 して，各種の 相談に応
ずる とともに，健康の 増進，教養 の 向上

及び レ ク リ ェ
ー

シ ョ ン の ため の 便宜を総

合的 に 供与する た め の 施設

　 地域の 老人に対 し，教養 の 向上及 び レ

ク リ ェ
ー

シ ョ ン等の ため の場を与え
， もっ

て老人の 心身の健康の増進 を図る こ とを

目的とする施設

　 景勝地 ，温泉地等 の 休 養地 におい て ，
老人 に対 し低廉で 健全な保健休養の場を

与え ， も っ て 心身 の 健康の 増進を図 る こ

とを 目的 とする施設

負担能力に

応 じた費用
徴収 体 人・

扶養義務者）

負担能力 に

応 じた費用

徴収 体入 ・

扶養義務者）

生活費は 自
己負担，事
務費 は負担

能力 に応 じ

減額

原則 と して

自己負担

全額 自己負

担

原材料費等
の 実費は 自

己負担

原則 として

無料

原則 として

無料

標 準 4，500
円 （1泊 2
食付）

福祉事務
所

　 〃

当該施設

　 〃

　 〃

市 町 村

当該施設

　 〃

　 〃

有料老人 ホ

ーム

在宅老人デ

イ ・サ マ ビ

ス セ ン ター

老人福祉 セ

ン タ ー

老人憩 の 家

老人休養ホ

ーム

資料 ；石川県長寿社会課
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表 3 高齢者 の い る世帯 の 核家族世帯率 の 推移と地域差
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（注） A 方式

B方式

C方式

（一般方式）＝ （夫婦 の み ＋ 夫婦 と子 ＋ 男親 と子 ＋ 女親と子）／普通世帯 ＊ 100
（小山隆方式） ＝ （夫婦 の み ＋ 夫婦 と子 ＋ 男親 と子 ＋ 女親と子＋ 単独）／普通世帯 ＊ 100
（森岡清美方式）＝ （夫婦 の み ＋ 夫婦 と子 ＋ 男親 と子 ＋ 女親 と子）／親族世帯 ＊ 100

（資料）　総務庁統計局 「国勢調査」
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〔図／7〕
’

老年人口 比率と老人核家族的世帯率の 地域差 （昭和60年）

　　　　　　　　　　　　 65歳以上入 口
（注） 老 年人 口比率 ＝

　　　　　　　　　　　　　総　人　 口

　　　老人核家族的世帯率＝老人核家族世帯率 ＋老入単独世帯率

（資料）　総務庁統計局 「国勢調査」

（出所）　清水浩昭　（厚生省人口問題研究所）

　　　　 第 27回家族社会学 セ ミナ ー資料よ り引用

）注

ω

（

詳 し くは
， 石原多賀子 「地域社会に お ける家族ぺ の サ ポ ート シ ス テ ム の 形成過程（1）」
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　　　北陸大学紀要第 13号 （1989）参照 して ほ し い 。

  　「第 5回全国民生委員 ・児童委員大会要綱」 （1950）におけ る趣 旨説明よ り，3頁参照

（3） こ の よ う1ヒ多様な施設が現在あ るが，家族を サ ポー ト して い くため に は今後施設 の と く

、に ソ フ ト面で の 運用や施設が生活 の 場 と して家族や地域社会と の 交流を して い くには ど う

　した らよ い か と い う視点も必要 に な っ て くるだ ろ うと思 う。
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