
AkekurenainoMonogatari).T,inApri11976andfor

fiveyearsandahalfuntiltheirsixteethproduction,

-ThePrisonerofZenda-TheNightofOurMoss-Cov-

eredinfants(2hdajonoToriko-KokemusuBokuraga

EijinoYoku)'T,inOctober1981,theyusedthe

KomabaLittleTheatre(KomabaShogekijo)inthe

campusofTokyoUniversity'sLiberalArtsFaculty

astheirbase.

Runnlngatfullspeedandleaplng.Acompletely

newstyleofactingwasbeingbomthere.Theacting

styleofHidekiNodahasoneoutstandingfeature'.

neverstandingstillandbeingalwaysinmotion.In

hisproductions,thesceneryasawholeeschewsele-

mentswhichindicatesomespecifictimeorspace;it

isdesignedinsuchawaythatchangesindicatea

completelydifferentplace.Ifthereisaneedfora

definitesetchange,asymbolcharacterizingthenew

sceneisboughton,therebyaboidingablackout.In

山etext,manyofhisplaysbeginwithanexchange

ofveryshortlines.Thoselinesaresopkenveryfast

andshortasiftheywerebittenoffandtheythem-

selvesacceleratethepaceoftheplayandgivetheau-

diencemepresentimentthat山estorywillunfわldand

dissolvebeforethemataspeedsurpasslngWhatthey

expenenceineverydaylifTe.mestorywhichappe ars

tohavebegunlightlyenoughwith awardgameis

soonentangledinpursuitandconflict.Serious

connictsderivingfrom discriminationprovidedthe

coreforthedrama.Wh enaplayends,Actorsstop

acting,lightsgodown,andthesetisenvelopedin

darkness.InmanyNoda'sworks,fightingbetween

opposlngCOmpSOfmenbecomesmoreandmorevト

olentandtheworldisfinallydestroyed.

HIDEKINODAisrhythm.WeleanJustbyaト

tendingaperformanceofhisproductionpnmevalex-

istence.Wh enhisproductionends,hisaudiencefeel

likeweeplng.TTlefTestivateatmosphereofNoda's

worksistobefullofthefeeling,therefore,itisthe

pointofcontactwithordinary.

Wetum outthatordinaryhaveoppottunitiesto

comeincontactwith festivatebythefeelingfor

Noda'sproductioninthisstudy.Itmusttxapoint

ofcontactwithordinaryandfTestivate.

居留地空間へのまなざしとその変容
一明治後期から関東大震災時までの横浜を事例として-

若麻績 明 里

Inthisthesis,IhavetriedtorevealtheYokohama

settlementandthemutualdeedoftheresidentsand

thenon-residentstthroughthe "sight" ofthesur-

roundinginhabitants.
Settlementinthisthesisisthesectionoftheland

generallywastelandoutsidetheJapanesetown,that

originallysetasideastheplaceoftradeandresidence.

ThemethodIhaveusedinthisthesisareasfol-

lows:

(1)nereferencetothenewspaper.

Ihavereferredthenewspapernamed

"YOKOHAMABOUEKISHINBUN..during25
yearsof1898to1923,andpickupthearticles

concemmgtheresidentsofthesettlement,and

examinedthe"sight"ofthepeoplethroughthe

media.

(2) AninteⅣiew.

Ihavedonethehearingofthesu汀Oundingln-
habitantsandhadthem describethesettlement

orthecityofYokohamaat血attimeinmeir

ownexpenences,andexaminedtheeveryday

sightnotshowninthenewspaper.

¶leresultslhavegotthroughthesetwome山odis

thatinthem∝lemYokohama,newspaperasamedia

createdasenseofcollaborationorcitizennessinpeoI

ple'smind,andformedthe"sightHfromtheirdepth･

TYleHsightMcreatedaborderlinebetweentheinterior

andexteriorinthecityspaceand,asaresult,cre-

atedthesubjecttobeeliminated.
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Iamcompelledtopayattentiontothisfactitwas

alsointhisperiodwhenJapanjoinedthemodem

capitalismofthewestemworld,inthenameofna-

tionalproJeCtandsteppedintothecourseofdomi-
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nance.Tosumup,Itakethegreatestinterestintak-

mgthe"sight"asagrammaticalmethodofthem∝ト

emages.

高齢者夫婦世帯の配偶者介護による生活行動の変化
一札幌市中央区を事例として一

穴 口 朋 子

高齢者夫婦世帯において配偶者が要介護状態に

なった場合には,たとえ本人が健康であっても生

活が大きく変化すると思われる｡ 一般に人は住み

慣れた家で家族に囲まれて死にたいという願いが

強いが,まだ高齢者福祉行政は夫婦のみでの在宅

介護が可能なほどカバーされておらず,その願い

が実現されるのは大変困難である｡ 本稿では,都

市化の進んだ地域として札幌市中央区をフィール

ドに選定し,公的福祉サービスおよび医療機関を

利用するという,高齢者夫婦世帯の具体的な行動

に着目･注目し,配偶者が在宅,あるいは医療機

関で介護活動に入ることによって,その生活行動

･行動範囲がどう変化するのかを聞き取 りを通 じ

て明らかにし,在宅介護を推進する上での課題を

考察した｡

配偶者の健康が損なわれることによって生まれ

た生活行動変化として,在宅では介護の性質上の

制約として配偶者の様子を見て外出,あるいは交

代を頼める人がいるときには外出するなどの時間

的な制約が顕著である｡ また心理的な制約 として

配偶者への遠慮から自分の外出も控える人もいる｡

日常的に行動を共にしていた夫婦では,介護活動

の必要がなくても配偶者のいる病院へ足を運ぶ傾

向がある｡ 物理的制約でも心理的な制約でも,介

護活動が優先され,その他の生活必需活動や余暇

活動を規定 していた｡

また結婚年齢の差や平均寿命の差などから,夫婦

間における介護は,男性の世話を女性がする可能

性が高いが,入院している夫に手料理を届けるた

めに買い物の時間帯 ･回数が変化 した女性の例 も

複数あり,男女差が見られた｡日常的に夫が妻の

外出を嫌がっていたため在宅介護時にますます外

出しなくなった女性や,逆に日頃自由にさせても

らっているからこういうときにこそ側にいなくて

はと,必要がなくても病院で付 きっきりになる女

性もいる｡ また入院している場合,配偶者の意識

があれば夕食時に一緒にいようとする｡ これらは

女性に見られた心理的制約である｡ 結果として女

性の場合,病院滞在時間が病院の食事時間と面会

時間,特に面会終了時刻に制約される傾向にあり,

場合によっては患者と一緒に食事がとれるのが望

ましい｡男性の場合,夫婦世帯だと介護活動と共

に新たに家事の負担がかかり,制約のなかった余

暇活動に大きな変化をもたらす｡ホームヘルパー

の確保や在宅福祉サービスの時間的融通を可能に

させる必要がある｡

高齢者にとって移動の負担は大きい｡しかし医

療機関を決定する場合,地理的条件は最優先され

ない｡その収入を公的な年金に頼る高齢者世帯に

とっては交通費の支出負担も大きい｡介護活動に

携わっている高齢者が利用 している医療機関と配

偶者が利用 している医療機関が異なっている例が

多 く,負担を大きくしている｡ 主治医が,自宅近

くの,入院施設のない診療所であるためであるが,

配偶者の入院している病院でも同じ治療が続けら

れるような,医療機関の連携 も必要ではないかと

考える｡
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