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は じ め に

　阪神 ・淡路 大 震災 で 被 災 した 高 齢 者 の ヘ ル ス ケ ア を

維持 ・改善 して い くこ とは震災後 2年以上を経過 した

現在 も大きな課題で あ る 。
こ とに仮設住宅 に おけ る

「孤独死」 と い わ れ る 実態が後を絶た な い 状況に あ る 。

こ の 「孤独死」とい われ る背景 に は高齢者の 健康問題

と りわけ慢性的な身体的健康障害と精神 。心理 的健康

障害 が あり，そ れ らを 自己管理 して い く能力が低下し

て い る こ と と社会的な紐帯 の 欠如が大 きく関与 して い

る と考 え られ る 。

　
一

方，高齢者 に と っ て 住 み 慣 れ た土地 を離 れ て 仮設

住宅 に 暮 らす こ と は，単に生活機能の変化 ・縮小の み

の 問題 で は な く，住 み 慣 れ た 土地 に 長年住 ま う こ と に

よ っ て 培 っ て きた社会的ネ ッ トワ
ークや 歴史 ・文化を

語 り継 ぐべ き次世代の 対象を喪失す る とい っ た， 心理 ・

社会的問 題 を内包 して い る とい え る 。 さ らに ，仮設住

宅 か ら離脱 して 地域 で 新 し く生活す る状態 に な れ ば苦

労をともに して支え合 っ た 「仮設仲間」とい うネ ッ ト

ワ
ーク の 喪 失 を体験 す る こ と に な り，残 さ れ た 仮設住

宅 の 高齢者 に と っ て は コ ミ ュ
ニ テ ィ の 解体に直面す る

こ と に な る 。

　仮設住宅 に 暮らす高齢者 に 対 して は，こ れ らの 背景

と身体的，心理 ・社会的 な 健康問題と を関連さ せ て援

助して い か な けれ ばな らな い と考え られ る 。 震災後の

高齢者 の 健康問題 に焦点を当 て た研究報告 1）2）3）4 ）
は

い くつ か 散 見 さ れ るが 健康状態 の 多面的側面 の 把握 と，

そ れ に 関連す る要因 の詳 しい検討 とそ の報告は み られ

な い
。

こ とに 社会的 ネ ッ トワ
ー

ク とそ の 経時的変化 の

関連の 報告は なさ れ て お らず ， そ の 課題 に老人看護の

視点 か ら焦点 を 当て 実態 を 把握 し，仮設住宅や地域で

の 看護 ケ ア の 方法 を開発 して い くこ とが求め られ て い

る 。

研 究 目 的

　仮設住宅へ の 訪問活動を通 して 調査活動を行 い ，被

災 した高齢者の 社会的 ネ ッ トワ
ーク の 変化 と健康状態

の 諸相 を把握 し，そ の 関連性 を 詳細 に 検討す る 。 調査

お よ び分析に よ っ て 得られ た 知見 は，仮設住宅 や 地域

で 暮 らす高齢者の た め に 必要な今後 の 社会的支援 の た

め の 基礎的 な 資料 と して 活用 で きる と考え る。 こ と に ，

現在被災高齢者に対して社会的ネ ッ トワ
ークづ くりを

目指 した 各種 の コ ミ ュ
ニ テ ィ ケ ア の 活動，自治会活動

が展開 され て い るが，よ り効果的 で 個別的な ケ ア を し

て い くた め方法論の 確立 の た め の 資料として 提供 で き

る。 また，今後予測 され る 「仮設住宅 の解体」 に よ っ

て生 じ るで あろ う危機を最小限か つ 未然 に 予防するた
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め に，今後の 被災高齢者の 支援 の あ り方， こ と に 社会

的 な相互作用 の 促進に よ る健康維持 ・改善に つ い て の

示唆を得る こ とを目的とす る 。

研 究 方 法

　以下の 研究方法 に よ っ て 仮設住宅 に おける調査活動

を行う。

　 1）調査対象 ：神戸市内の 仮設住宅 に 暮らして い る

65歳以上 の 高齢者50名

　 2）調査期間 ：平成 9年 1月〜3月

　 3）調査 方法 ；調査票を 用 い て 聞 き取 りに よ る 面接

調査

　 4）調査の た めに使用す る質問票

　　｛1）「高齢者 の 健康生 活 ア セ ス メ ン トッ
ー

ル 」
5） を

用 い て 多面的な健康状態を把握する 。

　　  社会的ネ ッ トワ ーク の 変化 の 把握 ： マ ッ ピ ン グ

法を応用した エ コ マ ッ プ 6）T）
を作成 し把握す る 。

　　（3｝「GHQ 精神健康調査票28」8）
を用 い て 心理的

健康状態を把握す る 。

　 5）調査 の た め の チーム

　　 8〜10名 の 研究補助者 に よ る 調査班を構成 し， 調

査 の た め の ガ イ ダ ン ス お よ び教育，調査面接 ト レ
ーニ

ン グを充分行 っ た上 で調査活動 に 入る。 調査はあくま

で高齢者 の 話を聴 くと い う態度で 接する こ とを基本 に

し， そ の 中で必要な調査を行 うた め に 1回 だ けの 訪問

と い う形で は な く数回の 訪問を前提 とする。

　 6）調査開始 ま で の 手続き

　調査 の 対象に す る仮設住宅 の 自治会，保健所等の 調

整 の 必要 な部署 と の交渉 ・打ち合わ せ を事前に行い 関

係機関の 協力を得る 。 次 に 調査協力依頼 の 戸別訪問 を

行 う。 協力の 得られ た対象者か ら順次調査活動を展開

する。

　 7）調査結果の 分析

　調査資料の 整理 を行 い
， 分析に必要 な デ

ー
タの コ ン

ピ ュ
ー

タ入力 の 作業を行 う。 解析結果か ら ， 健康 レ ベ

ル とネ ッ ト ワ
ー

ク の サ イ ズ ・質との関連で被災高齢者

の 類型化を試み る 。 そ して 社会的ネ ッ トワ
ー

ク の 特徴

を把握し， 健康 レ ベ ル の 低い高齢者グル ープ に必要な

社会的支援の あ り方を探索す る。

現在まで の研究経過

　研究活動は現在調査 を続行中 で あ り， 調査全体 の 結

果の ま とめと分析の 段階に 入 っ て い な い 。 こ こで は こ

れまで の 研究活動 の 経過 に っ い て 報告 し， 本研究 の 結

果 ・ 分析の 報告は 次号紀要，そ の 他 に お い て 行う予定

で あ る。

　 1）研究補助者に対する謁査の た めの 準備

　調査活動 を進 め る た め に研究補助者を採用し た 。 研

究補助者 に つ い て は，仮設住宅 に住む被災高齢者やボ

ラ ン テ ィ ア 活動 に 関心 の あ る本学 1年生 の 学生 に 研究

活動 の 参加を呼びかけた。参加者 は 8名応募が あ り，

研究 に っ い て の 事前学習活動 に 全員の参加を得る こ と

が出来た 。

　 しか し，本学 1年生 は カ リキ ュ ラム 進行上 「研究」

につ い て 未学習で あり，専門科目で は看護学原論 看

護技術学概論 と老人看護学概論が進行中で あ っ た 。 そ

の た め，ま ず研究 につ い て の 概要，本研究 の め ざ して

い る こ と，調査に っ い て の 基本的な 知識と技法 に つ い

て 説明 し， ト レ
ー

ニ ン グす る必要が あ っ た 。 1回60分

か ら90分の時間をかけて準備の ための 調査前学習会を

行 い ，そ の 結果研究 に 対す る関心 ， 被災高齢者 に対す

る関心 は開発増強され調査活動 の 基礎 とす る こ とが 出

来た と考え られ る 。 以下， 準備学習の 経過と学習内容

を簡単 に まと め て お く。

　　（1）平成 8年 10月 （合計 4 回）　：   研究の概要に

っ い て ，   文献学習 「北海道南西沖地震災害 に よ る 被

災者の 精神健康 に 関する研究」「高齢者 の 健康生活 ア

セ ス メ ン トッ
ール 」「在宅介護状況 と家族 の 健康 に 関

する調査」「エ コ マ
ッ プ法を用 い た社会的ネ ッ ト ワ

ー

ク の 把握」

　　（2）11月（合計 3回）；  調査 の 実際を調査票を用 い

て ロ
ール プ レ イ で 行 い 体験学習 。 調査者と被調査者を

交代で 行い
， 調査を行 うときの 困難さ，問題点，調査

さ れ る側の感覚や疲労度な どを実感 と して 体験 した 。

（2種類 の 調査 票 を 用 い て ）

　　   12月 （合計 2回）  エ コ マ ッ プ を用い て 自分の

社会的ネ ッ トワ
ークの 把握を行い 記入 の 仕方，問題点

を検討。   調査活動の 開始に 向けて の オ リエ ン テーシ ョ

ン

　　 （4）平成 9年 1月 ；調査対象とな る仮設住宅・住民

の 年齢構造，調査計画な ど に つ いて の説明と調査 の 実

際に 当た っ て の 諸注意 の 再確認 。
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　 2） 調 査 活 動 の 展 開

　　（1）調査対象地区 ：ポートア イラ ン ド内に ある第 6 。

7 仮設住宅 で 暮ら して い る65歳以 上 の 被災高齢者 を対

象 に して 調 査活動 を 開 始 した 。 こ の 仮設住宅 は 兵庫県

看護協会が行 っ て い る ボ ラ ン テ ィ ア 看護師 に よ る仮設

住宅看護活動 の 当大学 が 担当 して い る地区で あ り，住

民の 調査協力が得 られやす く研究担当者も健康相談会

な どを通 して 活動に 参加して い る地区で ある 。

　　（2）調査前 の 手続 き

　 ポ ートア イ ラ ン ド仮設住宅 を 管轄 して い る 神戸市中

央保健所， 神戸市役所に対 して調査内容 の 説明 と許可

の 交渉 を事前 に 行い ，協力と許可を得た。また，第 6 。

7仮設住宅 の 自治会 の 会長 に面談をし，調査依頼を行 っ

た 。

　　（3躙 査 の 協力依頼 の 戸別訪問

　あらか じめ 65歳以 上 の 高齢者 の 居住す る 仮設住宅番

号を調査 し ，
1月と 2 月の 2回 に わ た っ て 戸 別に 訪問，

調査依頼を して 廻 っ た 。 合計で 現在 まで に 26入 の 協力

を得 る こ とが 出来 て い る 。

　　（4｝調査の 実施

　平成 9 年 1月 か ら 2月に か け て ，研究補助者 の 学生

が 2名づ っ ペ ア を組ん で，調査依頼 の 協力 の 得 られ た

対象 に 対 して 順次調査 を実施して い る。 1回 の 調査時

間 は60分 か ら90分 を 目安 と して 1人 に 対 して 2回から

3 回 の 調査の た め の訪問を した。 調査を通 して 被調査

者と学生 の 反応 が 得 られ て い る が，そ れ ぞ れ 「ゆ っ く

り話を聴 い て もらえ た。孫が きて くれた よ うな気 が し

て うれ しい 。 また来て ほ しい
。 」「お年寄りの 話 が と て

も勉強 に な る。喜 ん で も らえ て と て も うれ しい 。」 な

ど の 調査目的か ら発展 した副次的効果 も得 られ て い る

こ とがわか っ た。

今後の 研究推進の 計画

　調査対象を 出来る だ け 目標 に 近 づ けるた め に 調査協

力依頼を継続 し，調査活動を行う。 調査結果の まとめ

と分析を研究計画に 沿 っ て 行 い，報告の 準備を順次す

る 予定 で あ る。

本研究 は平成 8年度神戸市看護大学共同研究費の 助成

を受け て 実施 した。
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