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家 族 ・ ラ イ フ ス タ イ ル の 変 容 と 「 住 ま い 方 」 の 選 択

― コ レ ク テ ィ ブ ハ ウ ジ ン グ を 中 心 に ―

“Collective Housing”; a new housing style of

h a r m o n i z i n g  w i t h  w o r k ,  f a m i l y  a n d  c o m m u n i t y  l i f e

高 橋 桂 子 ・ 杉 本 千 明
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は じめ に

家族規模と ラ イ フ ス タ イ ル の 変容

コ レ ク テ ィ ブ - ウ ジ ン グ の 事例

｢ 住ま い 方｣ を選択す る時代 : 仕事,
家族

,

コ ミ ュ ニ テ ィ の 調和
･ - - 31 6

1 は じめに

家族規模 の 縮 ′J ､ 化 , 有配偶女性 の 雇用労働 者化 や 生活様式 の 多様化など
,

日常生活 の あり方は大きく変化

し て い る｡ 生活を支援す る基盤 で あ る 地域力も低下 し
,

世代間 ･ 世代内 の 交流もあま り み られな い ｡ こ の よ

う なとき
,

家族 の 重要な撒能 で あ る 家事 ･

育児 や 介護をす べ て 少数 の 家族員が 担う こ と は 肉体的 に も精神的

に t, 蚊 L い 確 か に
,

一

家 車の i 4
3, く は 外L

f

i
--I; 化さit 金銭 で 解托す る こ ともT.IT 能 で あ ろ が ,

~T･ jI 塙 齢者と い
-

, た 被

育児 ( 介護) 老 の ､

l

/
_
場 ･ 視点を考膚 に 入 れ た とき, 大手をJ; 1 つ て 外部 サ - ビ ス を購 入 す る こ と に 抵抗を感 じ

ヤ
､

ろ を行 な い 喝(干草,

,I,
,

f i: く な い一 同n7
= に . 熊 々 は ノ

､ とノ
､ と の つ な が り な し に は 悪か な ノ､ 問性を汗≠碇 し, 豊か

な 人生を送 る こ と は で きな い ｡ 個 人
_-
ii 滋が L湛わ れ て い る

/

/

L

=
,

. 個｣ を 重視すればす る ほ ど ･ ｣ l
i

/

i ｣ 0 ) 要 素

が 必 要と な る,=〉 拝ま い に お い て 近年,
｢ 長屋的な付き合 い｣ と い う r

I
; 葉が 頻繁 に 登場す る よ う に な っ た の は

こ れら王里[il か ら で あ ろ うー,

こ の よ う な,i ,
,

I

家族 やtIL-帯 の
/

jii 義 が
,

A
'

わ り つ つ あ る ｡ 従来 の 血 縁を前提と し た 家族 だ け で なく ,
JL引

I

T-: に 関

わ る ネ ッ ト ワ ー ク の 地縁 , 個 々 人の 意思 で 選択す る 選択縁など に よ る新 た な ｢ 家族｣ が 形成され て い る｡ そ

し て 現実 に は す で に こ の 新 た な ｢ 家族｣ ネ ッ ト ワ ー ク で
, 日 常生活 の 器 で あ る住宅と の 関係

,
具体的 に は 住

ま い 方やf-i三宅 の 捉 え 方を見直 し,
｢ 共生｣ す る こ と に よ り 家事

･

育児 や 介護 を乗 り 超 え , 豊 か に 暮 らそ う と

す る 動きが あ る . た と え ば,
20 0 3 ( 平成15) 年 6 月, 東京都東 口 暮 里 ( 荒川区) に オ ー プ ソ した 多世代共生

型 賃貸 マ ン シ ョ ソ ｢ コ レ ク テ ィ ブ - ウ ス か ん か ん 森｣ ( 以 F ,
｢ か ん か ん 森｣ と略記) が あ る o

コ レ ク テ ィ

ブ ハ ウ ジ ン グ と は
,
｢ 個 人の 自由や 自 ､∵ した 生活 を前提 に し な が ら

,
日 常生活 の 一部 の 共同化

･

空間 や 設備

の 共有化 に よ
一

) て
,

個 人や ′卜さ な 家族だ け で は 充足す る こ と の で き な い
, 合理的 で 便利 で 楽 しみ と安 心 感 の

20 0 3 . l l . 2 7
′

受用
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あ る 化ま い 方｣ ( ′ト裕部 ( 19 9 7) など) と
r

J

ii; 義され る′｡ ｢ い つ も我 が 了一を 見守 っ て くれ る 皆 の 眼 が あ る｣ ,

子が 学校 か ら幅 っ た とき , お帰 り と い っ て くれ る｣ や ｢ 同 じ フ ロ ー7 の
,

時 々 食事を
一

緒 に と る 顧 見知 り の

高齢 者に
, 共朋 ス ペ ー ス の 広 い リ ビ ン グ で

,
障子に 遊 ん で い る わが 子を見守 っ て もら え そ う｣ などか ら 入 居

を決 め た 若夫婦 もい る ｡ ま た
, 少 f イヒの 進8引 こ伴 い , 高齢期 に お け る居住用不 動産 の 活用 - ･) バ - ス モ ー ゲ ー

ジ を通 し て
,

住宅を資産と い う ス ト ッ ク か ら 日常資金と い う フ ロ - に 逆転換さ せ る 仕組 み も再 び注 目 を紫め

て い る ｡

本稿 は
,

コ レ ク テ [ ブ - ウ ジ ン グ を中 心 に 有職有配偶女性 の 視点 か ら住ま い 方の 選択 に つ い て 考察を 加 え

る ｡ 構成は 次 の よ う で あ る ｡ 続く 第2 節 で は 統計調査 を用 い て 家族 や ラ イ フ ス タ イ ル の 変容を確認す る .｡ 第

3 節 で ｢ コ レ ク テ ィ ブ - ウ ジ ン グ｣ の 概要 や 具体事例 の 考察を通 じ て 住ま い 選択 の 参考と し, 第 4 節 で 考察

を行い
, 最後 に まと め を行う｡

2 家族規模とライフ スタイル の変容

り 家族形態 ･ 家族規模

① 縮小す る 家族

1 9 7 5 8 5 9 5 9 8 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1

E こ=ヨ 単独世帯

⊂:: = コ 夫婦の み世帯

一 夫婦と未婚 の 子 の 世帯

琵≡国頭 l 人親と未婚 の 子 の み

の 世帯

∈≡≡】3 世代世帯

⊂::::コ そ の 他の世帯

【

㌻-

■ - 平 均世帯人 員

l

( 荏) 左軸 : 家族 構成 割 合, 右軸 : 平 均世 帯 人員

( 出 典) 総務省統計局 ｢ 半 球1 3 年国 民 生 活基礎調 査
ー

よ り 作

図1 世帯構造及び平均世帯人員の 推移

2 00 1 年 の 平均世帯 人臼は2 ･ 75 人と
, 戦後

一

貫 し て 低下傾 仙 こ あ る ｡ ま た
,

単独世帯 , 夫婦 の み 世帯 の 増加

も江 口 され る ｡

② 家事時間

共働き世帯 に おけ る 1 R の 家事開通時間 は 去2 5 分 , 妻 4 時間1 2 分と
,

f E 倒的 に 女性 に 家事負担 が 偏 っ て お

り , 有職有配偶 女性 は 仕事 も家事もと い う ｢ -
ー垂 の 員押▲｣

を強 い られ て い る.｡
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表 1 共働き夫婦の仕事時間 一

遇全体

夫 妻

2 次活動 8 . 1 0 9 . 0 5

通勤
.

通学 0 . 4 4 0 . 2 5

仕事 7 . 0 1 4 . 2 9

家事関連時間 0 . 2 5 4 . ー2

( 出典) 総務省統計局 ｢ 平 成13 年社会生 活

基 本調 査｣ よ り作成 ｡

3 0 9

( 2) 有配偶女性労働力とライ フ コ
ー ス

① 労働 力率

日 本 の 女性 の 労働 力率 は 長期的 に 上昇傾 向に あ る ｡ 2 5 - 2 9 歳層と4 5 - 4 9 歳層を左右 の ピ ー ク と し
,

3 0 - 34

歳層を ボ ト ム とす る M 字 カ ー ブ は 近年 ,
よ り なだら か なも の に なり つ つ あ る ｡ 有配偶女性 に 限定 した 場合

,

そ の 労働力率 は19 9 1 年 の5 3 . 2 % を ピ ー ク に 低下 し,
2 00 2 年 で は4 8 . 8 % に 低下 して い る も の の

,
女性全体より

労働 力率 は 高 い ｡ ま た , 有配偶女性 の 8 割 は 雇用労働者と し て 勤務 し て い る o

1 9 8 0 8 5 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2

一 自営業主

[= ::コ 雇用者

+ 労働力率( 参考 二女 子 全休)

⊂::: コ 家族従業者

ー 労働力率

( 汁) /
r二軸 :

/

j:;
･

f動 力率,

′

労働 力率 ( 女了 全体)
, 才; 軸 : ｢価 業 卜0 ) 地[:/.｣

の 構碇 比

川1 興) 結締
'

( 1

1

統計f1
.

I
.

i

) ｢ ′

方働 ]) 調 杏｣ よ り 作 収

図 2 有配偶女性 の労働力率ならび に従業上 の地位の推移

e) ラ イ フ コ ー ス の 選択

未婚女十巨( 18 - 3 4 歳) が 理想と 考え る ラ イ フ コ ー ス は
,
｢ 専業 f :

_ 婦｣ コ - ス か ら ｢ 再就職｣ ｢
ノ
[･fl)
A;I:｣ コ -

ス へ と シ フ ト し て い る :-′ ま た
,

約 7
′

別 の 未婚 女一件 が 結婚後 も働く こ とを望 み ( ｢
~
再就職｣ + ｢ 両 -7 ｣ + ｢

~
D

I N K S
__
! コ ー ス) , か つ

,
r 再就職｣ と ｢

~
lLllJ
J

,

I

,:
_
｣ で そ の /Y ='

:(ま1 0 % に も満 た な い もの の
,

′

実際 に
′

大槻 しそ う な ラ

1
'

-7 =] - ス ( j
'

J

/

Jii O ) ラ イ フ コ ー ス) と な る とJI-; 釧
L

l
/
J に r 再就職j を あ げ る

′

割fT が '

[

:;; し､
r

t
, 多く の ｣こ解 女件 が 結

節や 川J'1 :
'
; を 様 に 一f空は

′

1

);
･

L軌hA嚇 か ら)li 職 せ ざる を え な い 肘ケほ [
,jりj して い る こ と が わ か る /

ノ
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両

立

再

就

職

専

業

主

婦

□ 1 9 8 7 年

■ 1 9 9 2 年

( 江) ｢ 専業 主婦｣ - 結解 し子 ど も を持 ち
, 結婚も しく は 出産 の 機会に 退 職 し

,
そ の 後は仕事 を持た な い

｡
｢ 再 就職｣

- 結婚 し子 ども を持 つ が
, 結婿も しく は 出産の 機会に い っ た ん退 職 し

, 子 育て 後 に 再 び 仕事を 持 つ
｡

｢ 両 立｣
- 結婚 し子 ども を持 つ が

, 仕事も･
一

生続 け る｡
｢ D I N K S

ー
! - 結婿す る が子 ど も を持た ず , 仕事を 一生 続け る ｡

｢ 非 婿就業｣ - 結婚 せ ず, 仕事を一生 続け る｡

( 出 典) 国 立 社会保障 ･ 人 口 問題研究 所Ii P
｡

図3 未婦女性の 理想の ライ フ コ
ー

ス (左図) と予定の ライ フ コ
ー

ス (右図)

(3) ｢ 拡大する家族｣ とい う新 しい選択

家族規模 が 縮 小化 し
, 有配偶女性 の 雇用労働老化 が 進展 して い る 今 日

,
血縁 に よらな い 地域 や 人と の つ な

が り の 中 で 子育 て を協力し合うなど
,

共 に 住まう こ とを選択 し, そ の 価値観を共有 して い る 人々 が い る ｡ ま

た
一

方 で
,

血縁 に よ る家族 で は 世帯間 や 家族間 の 距離を設 け つ つ
, 従来よりもゆ る や か な関係 で ｢ 家族｣ を

築 こ うと して い る 人々 も い る ｡ こ の よう に 有職有配偶女性 の 間 で は 血縁 ･

非血縁 に 関わらず , 自分 の 必 要な

人を選択 し, 主体的 に 個を繋ぎ
, 居住 に 関わ る 新 た な ネ ッ ト ワ

ー ク に よ っ て
, 新 し い ｢ 家族｣ 形態を形成 し

て い る 動き が あ る ｡ 篠原 (2 0 0 1) ら の 研究 で は
,

こ の 新 た な家族を ｢ 拡大す る 家族｣ と称 し
,

さらに ｢契約

す る 家族｣ ｢ ゆ る や か な血縁家族｣ ｢ 仲間家族｣ と ｢ 協同す る 家族｣ に 4 分類 して い る｡ ｢ 契約す る 家族｣ と

は
, 家族以外 の 第 三 者 で あ る 外部 サ

ー ビ ス の 利用 に よ り 家族 の 役割 を
一

部軽減 し て い る 家族 で あ る ｡ ま た
,

｢一ゆ る や か な血縁家族｣ は こ の 中 で 唯一血縁 の つ なが り よ る家族 で あ り
,
｢ 仲間家族｣ と ｢協 同す る家族｣ は

,

同 じ価値観 や 境遇 の 人と の 相互扶助 し て い る 家族 で あるc

表 2 ｢拡大する家族｣ の概要

タ イ フ 具 体 例 特 徴

契約す る 家族 生活支援サ
ー

ビ ス ( 育児介護) , 地域 ネ ッ 必 要な生活 支援 サ ー ビ ス を媒体に 集ま つ

卜 ワ ー ク ( 地域通過) た 人 々
o

ゆ る や か な血縁家族 終 止 直 系家族 : 2 世帯住宅 , 複合家族 : 血縁を軸と しな が らも ｢ 家制度｣ に 基 づ

多世帯住宅, 再構碇家族 か な い 自由な結び つ き∩

仲間家族 ル ー ム シ ェ ア
,

疑似家族
, 隣人と し て の 経済的な繋が り を軸 に 生活基盤を共有 し

,

仲間家族 次第に精神的な繋が り が 生まれ る○

協同す る 家族 ヨ 臣 葵 妻 孝 亨} § 苧 夢
1

j .ぎ ,
コ ー プ ラ テ ′ よ り豊 か で 映適な生活 . 住環境を求 め て

ブ ′ ＼ ウ ジ ン グ 積極的 に ｢ 家族｣ を形成 し て い る .

( 出典) 篠原 ( 2 0 02) よ り 作成｡
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こ こ で 注目す る の は そ れぞれ の 価値観 に 基 づ く選択を した ｢協同す る 家族｣ で あ る ｡ 各 々 の 自立を前提 に

した う え で
, そ れぞれ の ラ イ フ ス タ イ ル を実現さ せ る た め に

一

定範囲内 に お い て 積極的 に関わ り あう ｢ 家族｣

で あ る ｡ そ の 中 で も コ レ ク テ ィ ブ - ウ ジ ン グ は , 暮ら しを独立 した 自分 の 住居内だけ で なく
,

共有 ス ペ ー ス

また は そ の 居住地 の コ ミ ュ ニ テ ィ をも含 め て 住ま い と捉 え
, 生活 の

一

部を隣人と共同化す る 住ま い 方 で あ る ｡

長屋的 な近所付き 合い の よう に 相互扶助 の あ る コ ミ ュ ニ テ ィ が 形成され る が
, 本来 の 目的 は 助け合 い で は な

く , 個 人が 求 め る 自立 した
,

よ り 自 由な生活を実現す る こ と で ある｡

次章以降,
コ レ ク テ ィ ブ - ウ ジ ソ グの 具体的な事例 の 紹介 し

, 有職有配偶女性 の 視点 か ら コ レ ク テ ィ ブ ハ

ウ ジ ン グ の ニ - ズ に つ い て 述 べ る ｡

3 コ レクテ ィ ブハ ウジ ン グの事例

(り コ レクテ ィ ブハ ウジ ングの概要

コ レ ク テ ィ ブ ハ ウ ジ ソ グ とは
,

独立 した 住戸と食堂 や リ ビ ン グな どの 共用 ス ペ ー ス が 組 み 込まれ た 集合住

宅 で あ り
,

そ こ で 住民 が 生活 の
一

部 を シ ェ ア す る 住ま い 方 の こ と で あ る ｡

一

般的 に
, 集合住宅 の 共用室と言

うと , 集会 が あ る時 の み 使 用す る ような場所 で あ る と認識され が ち で あ る が
,

コ レ ク テ ィ ブ ハ ウ ジ ン グ で は

共 用 ス ペ ー ス は 独立 した 住戸 の 延長とし て 捉 え られ ,
日常的 に 住民 が 生活する場 とな っ て い る ｡ 居住 ス ペ ー

ス は ｢ 自分 の 住戸 + 共用 ス ペ ー ス｣ となり ,
よ り 広 い ス ペ ー ス を得 る こ と が で き る ｡ また, 協同生活 で メ イ

ン とな る も の は食堂 で の 夕食とそ の 準備 で あ る ｡ 共食 ( コ モ ン ミ ー ル) は コ ミ ュ
ニ ケ - シ ョ ソ 形成 の 大きな

一要素となり
, 生き るた め に 栄養摂取す るだけ で なく楽 しさ や 幸せ を追求 で き る時間 で ある た め ,

コ レ ク テ ィ

ブ ハ ウ ジ ン グの 中心 的な活動とな っ て い る ｡ こ こ で の 暮ら しは 傭 的な集合住宅と比較し, 住民 同士 の 対面

性 が 高く , 日 常的 に 多様な 人と の 関係を高 め る こ と が で き る｡ 総 じて
, 安 心 して 暮らせ る 住ま い と人間関係

と い うよう に - ー ドと ソ フ トが 組 み 込まれた 生活 の 場 で あ る と言 え る ｡

歴史的 に 見 る と コ レ ク テ ィ ブ - ウ ジ ン グ は
,
｢ 女性 の 家事労働 か ら の 解放

,
生活 の 合理化｣ を テ

ー

マ に し

た2 0 世紀初頭 の ス ウ ェ ー デ ソ に おけ る集 合住宅建設 に 起源をも つ ｡ 共同保育 ,
セ ン トラ ル キ ッ チ ン や 家事 サ ー

ビ ス 付き サ ー ビ ス モ デ ル ( - ク ラ シ ッ ク ･ コ レ ク テ ィ ブ) など の 特徴 が あ る o 現代的な意味 で の コ レ ク テ ィ

ブ ハ ウ ジ ン グは
,

1 9 70 年以 降, 北欧 で 取 り組まれ て い る 居住者 に よ る 自主運営, 自主管理 の セ ル フ ワ ー ク モ

デ ル の 流れ に ある ｡
ス ウ ェ

ー デ ン
,

デ ン マ ー ク や オ ラ ン ダ で は8 0 年代, 公共住宅 の 1 つ の タ イ プ と し て 定着

した ｡ ま た
,

ア メ リ カ で は1 9 8 0 年代後半 に デ ン マ ー ク の 事例紹 介をき っ か け に コ レ ク テ ィ ブ - ウ ジ ン グが 広

が り 始 め た ｡ 日 本 で は
,

阪神大震 災の 高齢者向け公的復興住宅 で あ る ｢ ふ れあ い 住宅｣ に こ の 考 え が 取 り 入

れ ら れ2 0 0 31
/
L F 6 月 に は 本格的な多世代共生型賃貸 コ レ ク テ ( ブ - ウ ジ ン グ ･ か ん か ん 森 が 初 め て 登場 し

,
節

し い ii : Lニ) し が 折 ま- ) て い ろ
1

･

'

2 1 海外事例 : ユ ス ト ロ ブ
･ サ ウブ ェ 7 ゲ ス ( デ ン マ

ー

ク)

一対動き や シ ン
'

/ ル ･ - -ノ
′

レ ン ト をLI , 心 と し, j
′

一台 て 環境 を 重視 し た コ レ /

/

} ナ ナ フ ′ ＼ ウ ス ; エ ス ト ロ r/ ' 1 ナ

ウ ブ エ ア ナ ス ｣ の 概要をみ て い こ う o

給 仕f l一散 は2 1 i-一了 (6 8 -

-9 8 r rf)
,
f了て戸 タ 1

'

プ は 2 -

- 3 D K で あ る ｢ , 共用 ス ペ ー ス は ガ ラ ス で 覆われた ｢ カ バ ー

ト ･ ス ト リ ー ト｣ とL 字型 に 配
Jj[j さ れ た 住f-

I- の カ ナ メ 部
/

I;
L

にIi
,
--l[,] 食堂 , 台所,

ゲ ス ト ル ー ム や Jト ピ ー / レーム

が あ る ｡ 屋外 に は 広 い 遊び場もあ る た め
, 子を持 つ 家庭 に と っ て は 空 間的 に 優れ た 環境 で あ る ｡ そ し て

,
個

人所有 が 難 しい 本格的な道具 が そ ろ っ た 裁縫 ･ 手芸室 や 木 工重 なども用意され て い る た め
,

大 人が 自分 の 趣

味を思 う 存分満喫 で き る環境 で も あ る ｡

月 - ノ 金 曜 日
,

居住者 は 食事を共 に す る ｡ 調理 は 当番制 で
,

子どもも12 歳くら い に な る と食事当番 に 参加す

る ｡ 協同
′
圭満 の 管禅道営を

/

1f う た め に ,
7 ク テ ビ テ イ ･ グ ル ー プ ( 理事会, 財政

,
台所

,
清掃 , 文化や 庭)

が 形成され
,

宿住者は ど れ か の グ ル ー プ に 参加 し て 活動す る (｡

F ユ ス ト ロ ナ ･ サ ウ ナ ェ
-i , ナ ス｣ の 屈性 者評価 は

,
｢ イ 育 て の 環境 と して す ば ら し い 住

'

t で あ る -
, 広 い 遊

び 域 ,
耐 の fl な ど で も遊 ぶ こ と が で き る カ バ ー ド ･ ス ト リ ー ト と い っ た 物f 即勺豊 か さ ととも に , 共rL,] で 食事

を す る こ と に よ
-

' て
′
I :

_
ま れ る 人f朴作賢か な 環境 が よ い ｣ ,

｢~~
′

/i
:

心 し て 作 む こ とが で き る- ノ 家 事や f- ど も に 煩わ
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され る こ となく仕事 や 趣味 , 他 の 居住者と ゆ っ た り お茶を飲 み なが ら話が で き る｣ ,
｢ 家 の 管理を

･

人 で す る

こ と の 煩わ しさか ら の 開放と適度な人 の ぬ く も り や 安 心 感 が よ い｣ などが あげられ て い る ｡

▲

( 出 典) 岸本 ･ 鈴木 (1 9 9 6 )

図4 ユ ス トロ ブ ･ サ ウブ ェ アゲ ス の平面図

(3) 国内事例 : コ レクテ ィ ブ ハ ウス かんかん森 (日暮里)

か ん か ん森は ｢ 日 暮 里 コ ミ ュ
ニ テ ( - ウ ス｣ の

一

部 に 実現 し
,

2 0 0 3 年 6 月 に 入 居 が 開始 した ｡ 事業 主体 は

株式会社生活 科学運営
1

, か ん か ん森 の 入 居 者 コ ーデ ィ ネ ー トと し て , N P O コ レ ク テ ィ ブ - ウ ジ ン グ杜 ( 以

下,
C H C )

2

が 企画 ･

計画および運営支援を行う役割を担 っ て い る ｡

日暮里 コ ミ ュ ニ テ ィ - ウ ス の 1 階 は
, 地域 に 開放され る レ ス ト ラ ン や 0 -

2 歳 児の 保育所 , 訪問介護 , 医

療 ス テ
ー

シ ョ ン
,

2 - 3 階 が か ん か ん 森,
4 - 6 階 は 介護 が 必 要な方 の た め の ｢ シ ニ ア - ウ ス｣( 4 6 戸)

,
7

- 1 1 階 は 自立 した 高齢 者 の 方を対象 に した 一般的住ま い の ｢ ラ イ フ - ウ ス｣( 4 4 戸) , 1 2 階 に は 人浴場 が あ る o

コ レ ク テ ィ ブ ハ ウ ス か ん か ん 森 の 居 住者居住者 は
,

程度 の 差 こ そ あ る も の の
, 住ま い や 自分 の 人生 に 積極

的に 向き 飢 ､
, 住ま い の ｢ 質｣ を 考慮 し,

コ レ ク テ ( ブ - ウ ジ ン グ で の
′
主き方を T . 体的 に選択 した 人々 で あ

る ｡ 2 0 0 3 年 9 月 に ヒ 7 リ ン グ調査を実 施 した の で
,

あわせ て 報告す る o

1

有料老 人ホー- ム
, 高齢者 およ び 多世代型 住

'

{- な ど全国1 8 棟 の ｢ - ウ ス｣ を 企 画
･ 遠 敷 地域 に 開か れ た

I~
′ ､ ウ ス｣ を

核 とす るま ち づ く り ･ 地域 コ ミ , l
ニ テ ( づ く り な ど し｡ 代表取締 役は 高橋 英輿こ)

1
'

人 と 人. 人 と 社会. 人 と自 然の 共 生 を 目指 した 生活 者主 体 の 住ま い づ く り
,

コ ミ ュ
ニ テ † づ く り と して コ レ ク テ f -i

ノ
＼ ウ ジ ン グ の 普及, 推進 に取 り 組む 特定非営 利活動法 人し〕



家族 ･ ラ イ フ ス タ イ ル の 餐容 と ｢ 住 ま い 方｣ の 選択 3 1 3

( 出典) コ レ ク テ ィ ブ - ウ ス か ん か ん森H P より作成 ｡

図 5 日暮里 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウス の 内訳

(力 住戸 の 概要と 入 店ま で の 経緯

総 住戸 数2 8 戸 ( 2 5 - 6 3 皿
2

)
, 賃料7 . 4 - 7 . 5 万 円 ( 共有部分 の 賃料を含む) の 賃貸 コ レ ク テ ィ ブ - ウ ジ ン グ

で あ る ｡ 入 居 2 年前 か ら併任 予定 者が 居住者組 合 ｢ 森 の 風｣ を結成 し
,

住ま い づ く り に 取 り 組 ん だ｡ そ こ で

は ｢ 共有 ス ペ ー ス に 何 が 必 要 か｣ ｢ 食事 づ く り は 週 に 何回 の ペ ー ス で 行 う か｣ ｢ 家賃 は い くらか｣ な ど に 関 し

て 幾度も話 し 合われ る ｡ そ の 過程 で 居住希望者同士 が 知 り 合い
, 共 に 住む仲間と し て の 関係 が 生まれ た ｡

しか し 一方 で
,

ワ ー ク シ ョ ッ プ や ｢ 森 の 凧｣ に 参 加 し て い た 人 の 中 に は 途 中脱退 した 人 々 も何 人も い る｡

綬 ら の 共通 した 大き な理由 は
,
｢ 家賃 は 周辺 の 相場 で あ る が

,
決 し て ア フ カー- ダ ブ ル で は な い｣ ｢

~
か ん か ん森

は 吊柱希望者 が 計画段階 か ら 企画 に 参加 し て い る が ,
こ れ に は 多く の 時間と エ ネ ル ギ ー が 必 要とな る｣ など

と い っ た 経済的 ･ 時間的な こ と で あ る ｡
そ の 他 ｢ 一緒 に 作む家族 が 居住 に 同意 しな か っ た｣ ｢ コ レ ク テ ィ フ

- ウ ジ ン グを ラ イ 7 - ウ ス と誤解を し て い た｣ な ど で あ る ｡ 接 者の 白 ､

J

!: した 高齢 者の 方を対象 に し た 居室と

;-i
L

7

T

,･[
1

'

j
;
l
!/ 1

- L て い ′

l

二を 加 れ まJ
L 川 三f川りで 0 ) )1÷lJ

- や 協r, ･7
'

L {T ,
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.
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i
'
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_
F. と c/

'

〕
,

E

l

: ･
AJ
.
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/

( ト 汁1 1 y 7
0 ) 2 0

-
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I

/ ナ ( フ ′ ＼ ウ シ ン ソ､ ソ '
,

-- を†l･
-

' た
ノ

t; tif F

I L

,j uj 描/ 仁で 8 ナ ftJL･ U ) 二, L/
/
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1ii

'

卜I[
T
,- を体験

し て い る }
2 0 0 3

/

rF- 9 J 川且れ 全1 9Lti: 帯 ･ 3 -

-7 8 歳 が 人宿 し て い る､こI 現 在 は†= こ 2 - 3 回 , 説明1ミや 見
'

1

;
'

二会を

開催 し, 残 り 9 rH:
,

l
l

,
;

- ♂) JJ ,
r;一斉を葬祭 し て い る-

L
'

b 協JF ]] 生活

r~ コ モ ン ミ ー ル ｣ と呼 ぶ 共 剣ま週 3 回 で あ る ｡ 食 事準備 は 当番制 ( 2 人) , 盛 り 付 け は 各自 が 行う ｡

/
j 食

時間 は 佼 7 11!J-
;

で あ る が
, 事前に 連絡すれば取 り 置きも で き る-

, 食 事当番はF] 1 LF

_
.] の た め か

,
あ ま り 負担 は 感

じ て い な い よ う で あ っ た-,
キ ッ チ ン に は 業績用 コ ン ビ オー ブ ン や - イ カ ロ リ ー の ガ ス レ ン ジ と い っ た 最新設

備も導 入 され , 時間 ･
′ソ;

･

J ) のf-L
l]
A
.縦

に 配宿され て い た- ,

ヒ-J
7

リ ン グ 凋 在｢i は2 0 代 と5 0 代 の 女
-

牡 2 人が 兵事準備を 叶
l '

7 し
,

/1二い の
/

L･L L r恵を.

L

H し(ナい
, 楽 しく会話を し

な が J, 準備が 進 ん だー′ 魚 酬 朋帥
'

fFlりにjTi
一

うく と
,

,i / しず
--)i.

1
,

I

l一-: Y (が 繁ま り
, チ=

`
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,

ナ
ニ

) ス に ,
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'
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- ス ペ ー ス で は 糾

`
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:
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ま で 家事を手伝 っ て い な か っ た が
,

か ん か ん 森 で は 当番 の 時 に み ん な の 分 の 食器を洗 っ て い る｣ な ど
,

自由

で 自立 し た暮ら し の 背景 に は 平等と い う暮ら し の 約束を果 た す た め
,

居住者は 自分 の で き る 範囲 で の 努力を

して い る ｡ また
, 雇用労働者 で あ る 母親 の 希望 に よ り 母娘 二 人 で 入 居 し た 高校生 の 女 の 子は

, 当初 入 居 に 対

し て 不 満 に感じ て い た も の の
, 今 日 で は コ モ ン ミ ー ル が 休 み の 時 に は 残念 が る 様子を 見せ て い る と い うだ ｡

協同生活 の ル ー ル に は
,
｢ 互 い の 住戸間を行 き来 し な い こ と｣ とあ り

,
｢ つ か ず は なれず｣ の

,
あ る程 度 の 距

離を持 ちなが ら プ ラ イ バ シ ーを確保 し て い る o

なお, 調査 日 の 献立 は
,

ゴ ー ヤ チ ャ ン プ ル
,

モ ロ - イ ヤ ス ー プ
, 大 豆 の 煮物,

ご飯 で あ っ た ｡

( 出典) 杉 本撮影 ｡

図 6 コ モ ン ミ ー ル の ロ
ー

テ
ー シ ョ ン 表

④ ｢協 同す る 家族｣ へ の 期待 ( 入 居理 由)

有職有配偶女性 で あ る20 代 の 居住者 は
,
｢ 共働き の 予定 だが

, 子 どもを鍵 っ 子 に は した くな い ｡ か ん か ん

森 で は 将来安心 し て 子どもを遊ば せ る こ とが で き, 子 ども自身が 人間性を豊 か に 磨く こ と の で き る｣ と子育

て 環境と し て 期待を して い る ｡ 5 0 代 の 女性 は
,
｢ 女性 の 自立を可能 に す る 住ま い 方だと思う ｡ 家族 と の 良 い

関係と自己実現を助け る 仕掛け で
,

女 が どん どん 自立 し て 自由 に 生き て ほ しい｣ と結婿 や 子育 て で 自己と の

戦 い を した 経験を通 じ て 述 べ て い る ( 朝 日 新聞2 0 0 2 年 1 月 5 目 付) ｡ 全体的 に は 女性 は 自立 し な が らも豊 か

な コ ミ ュ ニ ケ -

シ ョ ソ を育む こ とを
,

5 0 代 ,
6 0 代 の 男性 は 自立 した 暮 ら しの 中 で 自分らしい 人生を送 る こ と

を期待 し て い る ｡

こ れま で の 居住歴 に つ い て ヒ ア リ ン グを した ほ と ん どの 居住者 が
, 両親 や 本 人の 転勤等を理 由に 幾度も の

転居を経験 して い た ｡ 2 0 代後半 の 男性 は ,
こ れま で 地縁と い うも の を築き 上 げ る程 , --

-

箇 所 に 長く住 ん だ こ

とが なく ,
｢ 生まれ育 っ た 故郷と い う居場所 が な い｣ と話 した ｡ そ して

, 自分 の 子 どもに は そ の ような思 い

をさ せ た くな い と考 え
,

か ん か ん森 で の 暮ら しを選択 した ｡ 他方 で
, 転勤族と して 過 ご して き た6 0 代夫婦 は

11 箇所 目 の 住ま い と し て か ん か ん森を選 ん だ｡ 社宅を移 り 住 ん だ豊富な経験 に よ っ て
,
｢( 高齢 の 現在 で も :

筆者注) か ん か ん森 - の 暮 らしに も気軽に 飛び込む こ と が で き た｣ と話 し
,

現時点 で は か ん か ん 森 で の 暮ら

しに 満 足気 で あ っ た ｡ し か し
,

か ん か ん 森は 将 来の 老 人 ホ ー ム に 入 居す る ま で の 仮 の 住ま い と捉 え て お り ,

気に 入 らない こ と が あれば引 っ 越す こ とも考え て い た ｡ こ の よ う に
, 世代 に よ り コ レ ク テ f ブ ハ ウ ジ ン グに

期待す る こ と は 異 な る ｡

(4) 有職有配偶女性の視点による コ レクテ ィ ブ ハ ウ ジ ン グ の ニ
ー

ズ

少子 高齢社会 の 到来 の 中
,

長 引く 口 本経済 の 不 況 の 影響を′

受け
, 将来 - の 不 安 が 募 っ て い る. 家庭 の 経済
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的 な不 安を抱 え なが ら も, 社会 で の 自 己実現を図 る こ とを望む女性 た ち｡ 有配偶~女性 の 雇用労働者と して の

就労 が 一

般化 した も の の
, 家族形態 の ′J ＼ 規模化 の た め 両親 の サ ポ ー ト等 に よ っ て 家庭機 能を果 た す こ と は 難

し い ｡ 有職有配偶女性 は 家事と仕事 の 2 重 の 負担を抱え て い る o さら に
,

身近 に煩る 人 が い な い 場 合子育 て

や 介護と仕事を両立す る に は
, 外部 サ ポ ー ト に 頼らざ る を得な い 状況 に 立 た され る ｡

こ の よう な中 , 自分ら し さや 自分が 望む暮ら しを満足 に 実現す る こ と ば そ う簡単 で はな い ｡ 自己実現を図

る だけ で なく , 家族と の 暮ら しも大切 に した い と望む時 , 身近 な人と 人と の つ な が り の 中 で 共生する こ と に

ょり得られ る精神的時間的な豊 か さ が 必要とな る ｡ こ れ は
,

決 して 匿名性 の 高 い 地域 で はなく , わずらわ し

い と感 じな い 頗見知 り の 住民同士 の ゆ る や か な つ な が り の 中 で 得られ る も の で あ る ｡ こ の 条件 を満たす コ レ

ク テ ィ ブ ハ ウ ジ ン グ こ そ が 家庭機能を確 か なも の に で き
,

こ れを ラ イ フ ス テ
ー ジ の 変化 に 応 じ て 選択す る こ

と に よ り
, 有職有配偶女性 は 自分ら し い 暮ら しを実現す る こ と が で き る の で は な い か と捉 え る ｡ さら に

,
こ

れ は 個 人 の 生き 方の 選択 - とも つ なが る ｡

以下 に
, 有職有配偶 女性 の 視点 で コ レ ク テ ィ ブ - ウ ジ ン グ の 主な利点を述 べ る ｡

図 7 有配偶女性 の視点による コ レクテ ィ ブ ハ ウジ ングの ニ ー ズ

(i) [T 躍 化 し た 豊か な日吉間 ( ,
H
;一魚)

夕 食 の 共同す る こ と で
, 月 に

一

度程 食事当番を担 当すれば
, 他 の 日 は食事作 り か ら解放され, そ の 時間 を

別な こ と に 使う こ と が で き る. 通常 ,
こ の ような時間を作 ろ うとす る と外食や 中食に 煩 る こ と に な る が

,
そ

う で は な く身近 に い る 人が 自分た ち の た め に 作 っ て くれ た も の を食 べ
,

そ れぞれ の 家庭 の 味を楽 しむ こ と が

で き る ｡ 日 常 の 食事 は 栄養摂取だ け で な く , 家族 の コ ミ ュ
ニ ケ -

シ ョ ソ とな り精神的な活力を奮 い 立 た せ る o

こ の 時問を彩 る 食 べ 物 が コ ン ビ
_

二弁
､' !

J で は あ ま り に 寂 しい ｡ ｢ コ モ ン ミ ー ル だと ,
い つ もよ り ( 1 人 の 時)

食 べ る 量が増え る｣ と話す居住 者も い た ｡

か ん か ん 森后子往昔 で
′トさ な f- を持 つ 有職有配偶 女性 は

,
人 屈 し て か ら変わ っ た こ とと し て- 一

一

番 に ｢ f一ども

と遊 ぶ 時間 が 増 え た｣ と 【話 した.｡ 有職有配偶 女一件 に と
-

' て こ の よ う な H
(

r m 満 の 中 で の 榔 舶勺な余裕 は , 口

I

,;
1

ら し い こ こ ろE
f

]:か な屠 ら しを常 む鍵と な る とノ巴われ る ,
ノ
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(丑 安 心 の ある
, 豊 か な子育 て 環境

人間 は 人や 自然と の つ なが り を感 じ る こ と に よ っ て
, 他 人 - の 共感 や 相 手を,

t
i

7
1 い や る 優 し い兵割肯を育む こ

と が で き る｡ しか し, 少子化 の 影響 に より
,

子 ども た ちは 年齢 の 異な る 了一どもと遊ぶ 槻会 が 少なく , 了一ども

の 遊びそ の も の もテ レ ビ ゲ ー ム や パ ソ コ ン など, 子どもと子ども
,

子どもと外部環境と の 関わ り に よ る も の

が 少ない ｡ こ の ような環境 で 育 っ た 子ども が 将来親 に な っ た 時 , 了一どもと の 接 し 方が わ か らず , 了一台 て に 人

きな不 安を抱く こ と に な る ｡ 他方 , 有職有配偶女性 が 子育 て に か け る時間 は 専業 T . 婦 よ り 少なくならざる を

得ず , 子育 て - の 不 安 は さ らに 大きくな る ｡ か ん か ん 森に 住む ′J ､ さな男 の 子 は
, 同 じ 居住者 の おばあさ ん と

一

緒 に 遊び
,

共有空間 の 広 い リ ビ ン グや テ ラ ス を走 り 回 っ て い た ｡
コ レ ク テ ( ブ ′ ､ ウ ジ ン グで は, 共用 ス ペ ー

ス に 行 け ば誰 か が い るよう に 子どもた ちが 大 人の 目 の 届く範囲 で 自由に 時間を過 ご す こ と が で き る｡) そ し て
,

子どもは 日常的 に 親 以外 の 大人と接 し
, 多様な世代 , 多様 な価値観 を身近 に 感 じな が ら育 つ こ と に よ っ て 白

己を形成す る ｡ つ ま り
,

コ レ ク テ ィ ブ - ウ ジ ン グ で の 住ま い 方を通 し て 豊 か な人間性を身 に 付 け る こ と が で

き る . 有職有配偶女性 が 安 心 して 働く に は ,
こ の ような豊か な子 育 て 環境 が あ る こ と が 非常 に 大切と 考え る ｡

4 ｢ 住まい方｣ を選択する時代 : 仕事, 豪族 , コ ミ ュ ニ テ ィ の 調和

家族形態や ラ イ フ ス タ イ ル が 多様化 し, 生き方の 選択肢 が増え た今日
,

同時 に 住ま い 方 の 選択 の 幅も広 が っ

て い く の が 自然 で あ ろ う｡ しか し
, 住ま い に関 し て は こ の 社会変化 に 対応し て い る と は 言 い 切れな い ｡ 最後

に , 住ま い 方 に 対す る課題 を取り上げ
,

まと め とする ｡

第
一

に
, 家族数 の 減増,

ワ ー キ ン グ ス タ イ ル の 変化など ラ イ フ ス テ
ー ジ の 中 で 様 々 な変容を迎 え る こ と は

稀な こ と で は なく
,

そ れ ぞ れ の ス テ ー ジ が 必 要とす る 住ま い や 住ま い 方 は 異な る o ラ イ フ ス テ ー ジ毎 に 相応

しい と考 え られ る 住ま い で の 住ま い 方を柔軟 に 選択 で き る よう
,

そ の 選択肢を増 や す こ と が 必 要 で あ る ｡ 本

稿 で 主 に 取 り 上げ た コ レ ク テ ( ブ - ウ ジ ン グ は こ の 選択肢の
一

つ で あ り
,

こ れ に は い く つ か の ラ イ フ ス テ ー

ジ に お い て 必 要とされる要素が 含まれ て い る ｡

第二 に
,

未だわれわれ は住ま い を ｢ 資産｣ と して 捉 え る 傾 向が 強 い ｡ 多く が ｢ 住宅 双 六｣ の イ メ ー ジを共

有 し, 最終的 に は 郊 外庭付き
一

戸建を目指 し て い る が
, 苦労 し て 住宅 ロ ー ン を返済 した 頃 に は 子 は 巣立ち

,

老 夫婦 が 大き な家 に い つ く か の 部屋を持 て余 しな が ら住む
, と い っ た 事態は 十分 に 予期 で き る ｡ こ の よ うな

とき
,

先 に 述 べ た よう に 多様な選択肢 の 中か ら住ま い や 住ま い 方を選択 し
, 住ま い を ｢ 所有す る｣ か ら ｢ 活

用 ･ 利用す る｣ と い う感覚 が 重要 に な っ て く る で あ ろ う ｡ そ の た め に , 住ま い の 賃貸 ･

転売市場を よ り充実

させ
, 住宅環境を整備 し て い く こ と が 求 め られ る ｡

第 三 に
, 住宅を婦 人 す る とき, 広さ , 間取 り , 価格 や バ リ ア フ リ

ー

など住宅 の - ー ド面 に の み 注意をむ け

が ち で あ る ｡ 快適な 日 常生活を送 ろ うと した 場合, 影響を与 え る 要因 は 自宅内 の 構造だ け で は な い ｡ 有職有

配偶女性 が 仕事 ･ 家庭と地域社会生活 の 調和あ る 暮ら しを実現す る に は
, 地域 の ｢ 質｣

･

地域力も問われ る o

本研究 で は
,
｢ 拡大す る 家族｣ の 中 で 積極的 に コ ミ ュ ニ テ f を形成 して い く コ レ ク テ ィ ブ ハ ウ ジ ン グを取 り

上 げた ｡ 個別解と い う 見方もあ ろ う が
,

こ の ような ｢ 質｣ を選択 し
,

主体的 に 個を つ なぐ姿 が 必 要 で あ る o

家族形態や ラ イ フ ス タ イ ル が 多様化 し
,

人 々 の ラ イ フ コ ー ス の 選択肢が増え た 今 日
,

ラ イ フ ス テ ー ジや ラ

イ フ コ ー ス に 応 じた 住ま い 方 の 選択 が あ っ て も い い だ ろ う ｡ た と え ば
, 学 生時代 に シ ェ ア ･ - ウ ジ ン グを経

験 し
,

子育て 期や 学童期 に は 上 で み た ような コ レ ク テ ィ ブ - ウ ジ ン グか 子 の 成長 に 応 じ て 間取 り を自由に 変

更 可能 な ス ケ ル ト ン ･ イ ン フ ィ ル 方式を採用 し て い る 集合住宅 で 生活す る ｡ 他 九 高齢期 は
, 自宅 で 生活 し

な が ら
, 生活資金 の 融資 をう け る リ バ ー ス モ ー ゲ ー ジを活用 した り

, 場 合に よ っ て は 子 が 巣立ち ェ ン プ テ √ ･

ネ ス トとな っ た 広す ぎる 我 が 家 は 定期借家法 に 基づ き賃貸に 出 し
, 自分 た ちは 買軌 病院 へ の 通院 や F] 常牛

活 に便利な中 心 地 の 賃貸住宅 に 転居す る と い う選択肢もあ ろ う ｡ 我 々 は 生涯 , 各 IFj の ラ イ フ ス タ イ ル の 選択

に あわ せ て 住ま い と どう つ き あう の か
, 人 や暮ら し,

こ こ ろ を豊 か に で き る 住ま い と は どん なも の か 真剣 に

考 え
, 自分 の 生き 方を 見つ め 直す 時期 に き て い る o
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* * 本研究 を進 め る に あ た り
,

多く の 皆様 に お 世話 に な り ま し た .｡ ご 多忙 の 中 ,
7 ソ ナ ー ト調査 や ヒ ア リ ン

グ調杏 に 枯 じ て い た だきま した コ レ ク テ f ブ - ウ ス か ん か ん森 の 皆様 , 関係者 の 皆様 に は
,

こ の 場をお

借 り し て 牢く御礼申 し
_
L げます｡
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