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　1．は じめに
一

「住み方調査」との 出会 い

　奈良女子大学家政学部 2 回生 の こ ろ
， 住居系の 学生

が よ く携えて い た住宅専門雑誌 『新住宅』に，西山夘

三 ・京都大学教授 の 「日 本 の 住 ま い 」 （後に 単行 本 と

して勁草書房か ら出版）の連載記事があ っ た，絵図の

多 い そ の 記事を毎号楽 しみ に し た．なか で も 「住み 方

調査」 に 興味 が ひ か れ
， 若 い 心 に 「な ん と面 白い 」研

究 の あ る こ とか と響 い た．

　 4 回生 に な り，京都大学で 西 山教授の 最初 の助手を

さ れ た 扇田信教授の住生活学研究室に 入 っ た ，あの よ

うな調査研究をした い と，奈良市の新興住宅地
・学園

前 の 住宅 40例 余を対象 と し，念願 の 「住み方調査」

を行 い ，『リ ビ ン グル
ー

ム 形式の住宅 の 住ま い 方に 関

する研究』とい う題 目で卒論を まとめた．卒業研究を

進め る 中 で T 扇田先生 をは じめ とする多 くの 「住み方

調査」に基づ く論文 に，研究方法 の 基礎 を学 び，住 み

方 の 学に
一

層 引 き込 まれ て い っ た ，

　 「住み方調査」は，西山先生が戦前に編み 出された

調査方法で あ り，こ れ に よ っ て 食寝分離論 を発表さ れ

た．そ し て 戦後 の 住居計画学に お い て
， 住 空間 の 型 と

生 活 の 型 の 対応関係 の 矛盾を明 らか にし，次 の 新 しい

住 空間 を作 り出すため の調査方法と して ，建築学の研

究者に よ く使われ て い っ た．団 らん，食事，就寝，接

客などの 生活行為が どの空間で行わ れ て い る か，家具

の 配置 を採取す る 「住 み 方調査」 に よ る研究 は
， 個 々

の 生活行為 と空 間 とを対 応させ て 空 間 の あ り方を機能

主義的 に 扱 うもの で あ っ た．

　2．住生活学 ・住様式論

　 『住生活学 』（扇 田信 ：朝倉書店 ， 1978）に も述 べ

られ て い る ように，住生活は，人間 の単なる物理 的行

為 で はな く，す ぐれ て 文化 的行動で あ る こ とが そ の 本

質で あ り，住生 活学はそ の よ うな対象 として住生活 を

認識 し，追究 し て い く立場を とる．こ の こ とか ら住生

活学 で は，「住 の 面 に 現 れ た 生活様式の 総称」
］）2 ） と定

義 される 「住様式」 を，研究の 主対象 とし，住様式の

視点か ら住空 間 の計画を考え る こ とが 特徴 とい え る ．

　大学院を修了 し，奈良女子大学家政学部助 手に就 い

た時は ，高度経済成長期が終焉を迎 えた こ ろで あ っ た．

明治維新以来，日本は欧米 の 生活様式に新 しい 模範 を

求め，採 り入れ る努力を して きたが，とりわけ高度成

長期を経る 中で ，戦後 の 種々 の 社会的変化を背景に，
．

住様式 もま た 急激な変貌 を遂 げた．

　 日本 の こ れ まで の 住様式発展 の 中 で ，欧米の 影響は

無視 で きず，洋式化 の 進展 は，日本 の 住様式，住空 問

の あり方を考え る 上 で重要な課題で あ っ た．

　住様式の 近代化を 目指す動 きは，戦後，格段 に 強 まっ

た が
，

上 述 した ように，明治維新 ，戦 後 と，日本の 住

様式 の 近代化 は，即，洋式化 を意味 して い た とい っ て

よ い ，

　 しか し，形の み の 模倣や，そ の 様式が成立 して きた

歴史的，社会的，慣習的な背景 を考慮する こ とな く，

採 り入 れ よ うとす る 傾向 も色 濃 くあ っ た ．形 の み の 導

入 は安易で あ り，そ うで あ っ たか ら こ そ，急激な変貌

を可能に した の か も しれな い が，それは
一

方で ，導入

過程に お い て種々 の 矛盾，問題 を引 き起こ して きた と
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い え，当時の 日本 の住様式の 発展方向が歪む
一

因とな っ

て い た．

　 さらに，伝統的 に培わ れ て きた 日本の住様式を深 く

検討する こ との ない ，戦後の 時代風潮の なか で ，それ

らは む しろ否定的に と らえられ る こ と も多 く，洋式化

が 当然視され ，その
一

途を辿 っ て い た．

　 B本の住様式，住空間 の洋式化は どこ まで も
一
直線

に 突 き進むの で あろ うか ？　 ま た
， 進むべ きであろ う

か ？　 こ の よ うな問題意識か ら調査研 究 を始め，最初

に疑問を感 じた の は，洋式浴室の住宅へ の 導入で あ っ

た．それ を端緒 として ，扇田教授の もとで の 10 年間

の 仕事を，1985年 5 月に ，京都大学建築学科 の 巽和

夫教授の 指導の 下 に ， 『住様式か らみた住宅平面 に関

す る研究』
3）

と して学位論文に ま とめ る こ とが で きた

（第 1 章 ・序論，第 2 章 ・第 2 次大戦後か らの 住様式

か らみ た住宅平面 の 変re4）
−s ）

，第 3章 ・起居様式と床

面様式一平面計画 と洋室化一 91
，第 4 章 ・寝床様式と

主 寝室
9〕

，第 5 章 ・入浴様式 と浴室関連空 間
9）

，第 6

章 ・家事様式 と家事関連空間
1°｝
，第 7 章 ・補論 ：伝統

的都市住宅 に お け る住様式の 変化 と そ の 動向
］1）12）

， 第

8章 ・結論）．

　学位論文 は，日本 の 住様式の 変容を，欧米 の 強 い 影

響の 下 で の 「洋式化」の過程 と し て とらえ，都市住宅

を対象に，そ の現状 と動向を分析 し，わが 国の 歴史的 ・

文化的条件に適応 した住様式の 発展方向 と，住宅平面

計 画 の あ り方 を論 じた もの であ る．住様式 にお ける洋

式化の 限界を論証 し，将来 に向か っ て は，日本独自の

生活文化に根 ざした住様式の 醸成 と，和 ・洋両様式の

併存，融合の あり方に 関する指針を検討 した，

　こ の 後 の 研究 の 展 開 と関連する の で ，少 し長 くな っ

た が．学位論文に 関わる研究経緯に つ い て 述 べ た次第

で ある．

　3．住生活学の 立場 とその 独自性

　住様式 の 視点は，住空 間計画 を考える上 で ，重要な

基盤 となる もの であ り，計画 ・設計の 考え方を左右 し，

計画 ・設計 とは不可分の 関係が ある．

　住生活学は，住居計画学 と類似の 側面を有 して い て ，

生 活 と空間 と の 関係 を扱 うこ とは同 じで あ り （図 1），

それを もとに，新 しい 住空間の あ り方を考察すると こ

ろ も似 て い る
13｝，し か し，住生活学で は さ らに ，住様

式の動向や その発展過程，そして新 しい 空間の あ り方

を生活原理 か ら捉える こ とを本領 とする，したが っ て ，

住 生活が跛行的 ， あ る い は 歪 ん だ発展の 仕方を して い

［庄生活］＝ ［亶 ］
　図 1．住生活と住空間 の相互関係

な い かを，価値判断を伴 い なが ら検討 し，新 しい 住空

間の あり方を指 し示す とい う研究姿勢が重要で あり，

こ の 点が家政学 （生 活科学 ・生活環境学）におけ る住

生活学 の 意義で あるとい えよう．

　4．韓国 ・中国 の都市集合住宅に お け る住様式近代

　　 化 と住空間

　（1） 住み 方調査手法の 併用

　学位論文をま とめた後，お りし も，留学生 を受け入

れ る こ とに な り，韓国，中国の都市集合住宅 に おける

住様式上 の課題 を取 り上 げて い くこ ととな っ た ．当時，

両 国 は 生活 の 近代 化が進行 し，伝統 的な住様式が変容

しつ つ
’
あっ た．そ こ で ，学位論文の研究方法 とそ の手

法 を発展的に応用 し，幾つ もの 興味深 い 住生活現象 と，

その変容を明らかにする こ とが で きた．また ，そ の背

後に 横 た わ る住意識 を 掘 り下げ る こ と に よ っ て ，変容

の 背景 と理 由を把 握する こ とが で きた．この研究で は，

仮説検証型 の調査 で あ っ たの で ，質問紙に よる調査 を

企画，実施する とともに，そ の 中か ら典型例 を抽出し

て ，具体的な生活様態を確認する た め に，住み方調査

の 手法を適用 した （図 2，図 3），統計的数値 と生 き生

きとした生活の 有 り様の 双方を確認することに よっ て，

検証作業をよ り確実な もの とする こ とが で きた，それ

ら の研究を以下 に簡述する．

　  　韓国都市集合住宅の 住様式 と住空間
14）−1fi）

　韓 国 の 住様式 の 中で は，伝統性 ，格式性が存続す る

　   タ ィブ皿 （内房公 私 未分離 ・
　 家族中心型｝の 事例　 サンプ mo ．
　 1521 団 らん の行 為 を内 房で行 っ

　 て い る】家族 4 人 （夫35歳．妻 32

　 歳 ，長 男　5歳 ，　次男 　5歳 ）

　 　 冬季に は子供部量が北側に 位 置

　 し て い るため．寒い とい う理由か

　 ら内房をベ ッ ド化 して い るに もか

　 か わ らず，夫娼が 子供た ちと同寝

　 して い る．夏季に は子 供部歴で就
　 寝 し，季節に よ っ て 子供の 就寝場

　 所に変化 があ る。団 らんは冬季 に

　 は 内房 を便 用 し．夏季 に は コ シル

　 を使 用 して い るが 伽今後は コ シル

　 を 希 望 してい る。蜜 族 の 食 事は主

　 に DK で行 っ て い るが ．コ シ ル で

　 行 う場合もあ る。接客 と接 客の 愛

　 事は コシ ル で 曾客 の 宿泊は 書斎 を

　 使用 して い るe　 （3LbK，84．9ni）

図 2．韓国 集合住宅 におけ る住み方の 事例
1‘）一「内房

　　 の 使 われ方」の 類型例一
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図 3，韓 国集合住宅 に お ける浴室空 間の 使 わ れ方 の

　　 事例
16）

空 間として 内房 （ア ン パ ン ）が，根強 く残 っ て きた．

しか し，ベ ッ ド化の進展は内房の私室化を促 し，内房

の 使わ れ方 を分析する と，内房 の 担 っ て い た行事や ，

格式 を意識 した接客などの 機能は コ シ ル （リビ ン グルー

ム ）に 移行 し，格式空 間 と して の 内房利用 は 減少 して

い る こ とを検証 した．日本住居の 畳空 間との類似，あ

る い は相違を比較考察する こ とに よっ て，住様式に お

け る，歴史的，文化的意義 の 重要性を確認する こ とが

で きた．

　また，韓国の 都市集合住宅 （ソ ウ ル ，光州〉に お い

て ，と りわけ変容の著 しい 入浴様式 と入浴関連空間に

着目 し，韓国 に適合 した浴室空間の あり方を検討 した，

公衆浴場と住宅内浴室 の 双方を利用 し，そ の 利 用度 に

より幾つ か の 型 に入浴慣習が類型化 され，若い 世代や

大都市 ソ ウ ル で は住宅 内浴室に利用が移行 して い る こ

とや，入浴意識の諸特徴 を明らか に し た．

　さらに，住 宅内浴室の 主浴室 （ハ ジ ャ ン シ ル ：浴槽，

洗面台，便器が
一室の 家族用 の 浴室） と内房浴室 （洗

面台，便器，シ ャ ワ
ー
設備を備えた内房に付 属す る夫

婦専用の 浴室〉に つ い て ，住様式の 視点か ら検討 し，

主浴室の 3 点一室の浴室形式は不満が 多 く，種 々 の改

善要求が存在する こ とか ら，そ の 改善方策を提示 した ，

　（3） 中国 の 住様式の変容 と住空間
17）”19〕

　中国都市 集合住宅 にお け る
， 上下足分離 の 履床様式

と入浴に関わる住様式 の 新動向に着 目した．西安の 集

合住宅 に お い て ，「上 下 足 分離」の 進展状況 と，そ の

進展 をもた ら して い る．要因や理由を明らか に し，「下

足 の まま」か ら 「上下足分離」 の 履床様式へ の ，画期

的な住様式変化 と そ の 定着傾向を示唆 した ．加 えて
，

「上 下足分離」の履床様式の 導入 に 伴 う，住 宅平 面計

画上 の 考慮すべ き点を提言 し た ．

　主 な入浴方法と して ，伝統的な公共浴池 （公衆浴場）

で の 入浴が持続する
一方，住宅内衛生間における 「シ ャ

ワ ー式」の 入浴方法 の 浸透が わか り，入浴に 「清 潔」，

「疲労回復」さ らに 「美容」，「くつ ろ ぎ」な どが 求め

られ，目的の 多様化が 認め られ た．こ れ らの変化 に対

応 した入浴空間 の 平面計画 を提案 した．

　韓国，中国の都市集合住宅 に お い て ，近年，住 様式

上 の 変化が 著 し く，日本で の住様式 の 変化 と類似 した

こ と が生 じて い て 興味深 い もの が あ っ た ．生活上 の 実

質的な必要性や ，生活面 で の 意味 を，居住者 の 住み方

の実態 と意識を通 して確認する こ とが で きた ，新 しく

出現 して くる住様式が単な る流行で 無 く，それ は住様

式を 歪み無 く発展 さ せ る もの で ある こ とを確認 し，対

応す る新 しい 空 間 の あ り方 を提案 した．

　以上 の ように，韓 国 と中国における こ れ らの 調査研

究は ，学位論文に おける研究方法論の有効性 と，住様

式の視点か ら住空間の あ り方を追究する重要性 を再確

認する もの で あ っ た．

　5．家族形態 ・居 住形態 の 動向 と住様式の諸課題

　近年の家族形態の著 しい 変化が もた らす住様式上 の

課題 を，かねて か ら取 り上 げた い と考えて い た ．日本

社会に 生 じて きた家族形態，お よ びそ の 居住形態の 大

きな変化は，こ れか らの 住様式上 の 重要な課題 と考え

たか らで ある．

　家族形態 の み を見 れ ば
， 家族 の 問題 に終始する が

，

住空間 と結 びつ け て住宅計画 や居住形態 の あ り方と し

て 見 る と，それ は 住様式の 問題 と して とらえる こ と が

で きる ．家族の 居住形態の 動向は，住空 間や 住環境の

計画に密接に関わ る か らで ある
2°｝一一M ）．

　（1） 世代同居に 関わ る住様式 とその 住空間
2°） ’

　高齢期の 居住形態 として ， 三世代同居 は 減少 して き

て い る もの の ，日本 で は 今後 も一
定 の 割合 を占め る家

族型 で あ る ．こ の 三世代同居に つ い て ，親世帯 と子世

帯の 生活ス タ イ ル （炊事 ・食事 ・団 らん の 日常生 活行
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圃
家族構成 ：親夫婦 ＋子 夫婦 ＋ 子供

世代で 共用する方式 ：寝室内の 衛生間の 浴槽は世

代間で 共用として使われ て い る．便器 は子夫婦專

用 として使われて いる，

囮
　各世 代の寝室を確保する と共 に，書

　斎 客房を確保 した事例

家族構成 ：親夫婦 ＋子 夫婦 ＋ 子 供

家族人数 ；5人

図4 ．中国集合住宅 に おける 世代同居 の 事例
34）

為，生活時間，楽 しみ ご と等）と同居に対する 意識 を

分析 し，各世帯か らみ た同居 の 長所 と短所 を明 らか に

する研究で ある，親世帯，子世帯の 生活領域 の分離 と

融合 の あ り方を検討 し，同居型住宅に お ける住様式上

の 問題点 と
， 平面計画上 ， 考慮すべ き点を明 らか に し

た．と くに，団 らん行為につ い て は，実際 の 住 み方 と

意識に お い て も，各世帯間の 分離要求が強 く，同居型

住宅に おける 団らん ス ペ ース の分離を考慮する こ との

必要性 を指摘 し た ，

　  　伝統 的町家 における家族形態 ・居住形態 の 動 向

　　　か らみた住様式 と今後の住空間計画
2］）z！｝

　伝統的建造物群保存地 区の 奈良県橿原市今井町 は ，

人口 の高齢化等を背景に ，住宅の 空家化や老朽化が 進

行 し，居住環境 の 悪化が 問題 となっ て い た．歴史的環

境り保存 に は 次世代へ の 居住 の 継承が必要 で あ り，こ

れ まで は三世代同居 とい う形で居住が継承 され て きた

が ，ライ フ サ イクル に お ける 高齢期の長期化に伴 い ，

住宅規模 が対応 で きず，子世代 の 別居化が強 ま る こ と

を解明 し，隣居や 近居が可 能な住空 間を計画，整備 し

て ，親子間の 血 縁に よ る居住の継承を図る こ と等を提

言 した．

　また，改修状 況 と改善要求か ら，居住が継承される

ため の 住宅改修の 動向と課題を明らかに したが ，今井

町住宅 を生活空間と して保存するため に は，内部空 間

に新たな機能を持た せ ，設備，平面計画，デ ザイ ン に

よ る質的向上が必要不可 欠 で あ り，内部空 間 の 改修を

促す こ との 重要性を指摘 した．

　（3＞ 中国都市集合住宅 に おけ る 世代家 族 同居の 住

　　　み 方
2糊

　成都 の 都市集合住宅で ある 「商品房」 に お ける世代

同居家族 を調査 対象 と し，親世代 と子 世代 の 生活 ス タ

イ ル と，同居に対する意識 を調査 した （図 4）．伝統
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （不明
・
既婚 子の い な い 場合 を の ぞ く 〉

＊ ：既婚別 屠子 が い る 世帯 ／世 帯

＊ ＊ ／同 居 の うち親 か らの 回答 が 可能で あっ た世 帯（1＝37）に つ い て

図 5．遠隔郊外居住 における既婚子 との居住形態
27 ｝

的な親子の 共食慣習の 重視が確認で き，親子 の 世代 間

の 生活時間の ずれ等々 に よ る 生活上 の問題点はあるが，

同居志向は強 く，また別居志向の 場合で も近居志向の

強い こ とが わか っ た．同居志 向の 存在か らも， そ の 住

空間 の 使 い 方，住み 方，住意識か らも，世代同居家族

は家族が 揃 っ て一
緒 に食事をする と い う慣習 を重視 し，

台所，餐庁 （食事室）に対 する，親子 の 世代間の分離

要求の 無い こ とが 確認 された，衛生 問 に お い て ，便所

と浴室の 世代間 の 分離要求，さ ら に洗濯物に 対 す る プ

ラ
’
イバ シー意識などか らは ，干 し場として ，バ ル コ ニ ー

の世代 間の 分離要求な ど を 指摘 し
， 平面計画 上 の 問題

とそ の改善計画を提案 した．

　  　親子の 居住形態 と畳 空間
25）26）

　学位論文で は ， 畳空間 は 予備室，ない し客間と して

残される こ とを明らかにし，実際そ の ような経緯を辿 っ

た ．そ の研究の発展 と して ，家族関係 の 変化が畳空間

を変 えて い く状況を以下 の ように指摘 し た．

　大都市圏に立地する集合住宅居住者を対象 と して，

畳室の使われ方 の 現状把握を 踏 ま え
， 改 ま っ た客の減

少，子供の祝 い 事な どの 家庭年中行事で の LD 空間の

使用 ， 親子近住 とい う最近の居住志 向に よ る 泊 ま り客

の減少等 の 生活 現象を明 ら か に し，接客 ・行事空間と

して の 畳 空間 の存在 意義が薄 らい で い る こ とを論証 し

た ，

　
一方で ，畳 に対する愛着，部屋 と して の必要性 ， 床

材 と して の 畳 ，起居様式 と畳床な どの 側面か ら畳 空間

　　　　　　　 　　　　　　　 0　　　　　　　　 50　　　　　　　 10b％　 年齢　性別

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 （N）
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国強く意識す るようにな っ た　　　 く不明の ぞく〉

鑑 離議 皀黥
つ

琴は そ う。 棚 、

匚コと くに意識 して い ない

けがの

撫

　［＊ ］

生活困難

　の 程度
D

　 ［ヰ ］

［＊＊ ］

［＃ コ　 匚＃ 司

匚桝 ユ

［＊ コ

［＃ ＊］

［＊ ］

［尊 ］

［i＃ ］

X2 検定 ＊：P＜ 0．05 榊 ：P＜ 0．01 ＃ ＊：P〈 0．001
1） 「被災当時に お ける困 っ た こ と，
　 不足 したもの 」 （第 1報　表7）の
　 回答項N数をも っ て 困難 の 程度とす る

図 6．阪神 ・
淡路大震災に よ る住生活に関わ る諸意識 の 変化
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に対する居住者評価 ，
さ らに 畳空間の デザイ ン （伝統

性 と現代性）に関わる居住者意識 を調査 した，そ の 結

果，心 の安 らぎや ，くつ ろ ぎな ど，畳空 間に精神的要

素 を求め る傾向が あ り，そ れ らを踏 まえ て，現代的な

様相 を取 り入れた新 しい デザインが求められ て い る面

が 明 ら か に な っ た ，

　（5） 親子の居住形態 と遠隔郊外居住

　都心 か ら遠隔 の郊外住宅地 は，今後高齢化が進展し，

入居者の流動が停滞す る と，空家化の 可能性が あり，

人口減少 ， さ ら にそ の うち到来する世帯数の 減少に備

えて ，遠隔郊外居住 の 持続可能性 を探 り，そ の善処策

を考 えて い くこ とが喫緊の課題 とな りつ つ ある ，そ の

ような問題意識か ら取 り上 げた調査研究で は，図 5 に

示す よ うに
， 親子 の 居住形態は遠居が 特徴 で あ り， そ

れ らも含め て ，遠隔郊外居住 の 問題点 を論証 した．

　以 上 の ように，家族 関係の 社会変化に伴 う住様式研

究へ と力点を移 し て い っ た．

　6 ．震 災と住様式 ・住空間 ・住意ue2s）
−33）

　ユ995年 1 月 17日に発生 した阪神 ・淡路大震災後，

日本家政学会 は，そ の 2月の 理事会に お い て ，緊急 に

特別委員会準備委員会を設置 ， 平成 7年度か ら阪神 ・

淡路大震災調査研 究特別委員会が 正式に発足 した．私

は そ の 委員会 の 委員 と して参加 し，直ち に 関西支部会

員に ，震災後 3カ 月の 時点まで に，学会員が生活者 と

して，震災を どう体験 し，行動 したか，自由記述式の

ア ン ケ ート調査を実施 した，そ こ か らは生活基盤 とな

る ラ イ フ ラ イ ン
・イ ン フ ラの 脆弱さが浮 き彫 りに され

る とともに ，自然 と人間，文明と人間，モ ノ と人間，

人間と人 間の 諸関係 とそ の あ り方を生活視点か ら再考

する こ との必要性が示された．

　それ らの調査結果を参考に しなが ら，震災が提起 し

た住生活上の諸課題につ い て検討する こ とを研究課題

の
一

つ とする こ と と した．被災当時 の 生活 困難 を，世

帯類型 ・住宅形式別に分析 し，と くに超 高層，高層階

の高齢単身 ・夫婦の み世帯に困難が増大 した こ とが 明

らか に なっ た．近代的居住様式の 非常時に おける脆弱

さ と 問題 点 を 明 らか に し，非常時の 避難計画や支援方

法に資す る知見 を得た．

　 また ，住生 活上 の 価値観に触 れ る 諸意識 の変化 と

（図 6），震災後の 防災視点か らみ た住み 方の実態 と住

様式上 の 問題点を分析 し，高度経済成長以後の モ ノ と

人 との 関係を見直 し ，
モ ノ の 持 ち方に対する意識 や 生

活の仕方の再検討の必要性を指摘 した，さらに住宅内

に おける 人的被害の 状況と生活財 （家具等）の被害状

況の分析から， 造 り付け収納 ， 納戸 などの 収納専用空

間等，平面計画上，今後考慮すべ き点を明 らかに した．

　 つ づ い て ，被災地域，奈良，浜松 の 集合住宅居住者
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図 8．地球環境 を考慮す る視点 か らみ た居住者類型
31 ）

を調査対象 とし，土地 の 状態，住宅 の 構造，住宅の 密

集度 ，住宅 の 維持管理，近 隣関係，地域 コ ミ ュ ニ テ ィ，

親族 との近さ等，住宅選考時に 重視する諸点が増加 し

た こ とが明らか に な り，顕著な意識変化が 明らか に な っ

た （図 7）．

　7，ライ フ ス タイル と住空間計画 ・住 環境計画
M ｝一一37｝

　住様式か ら少 し視点 を移 し，個人の価値観を反映 し

た ラ イ フ ス タ イル の視点か ら住空間 の あり方を考察す

る研究に取 り組み は じめ ，住生活学 の 研究に おける新

たな取 り組み として ， 現在，こ の 視点か ら研究を続け

て い る （図 8，図 9）．

の 近代化」 の 生活目標 にかか わ り，そ の 近代化 と密接

不離 の 関係に あ っ た 「洋式化」 に着目 したが，そ の 後，

「人口 の 高齢化」，「家族」，「生活の 安全安心」，「地球

環境問題」に関係 した研究課題 を扱 っ て きた．

　世 は
， 「生 活者 の 視点」ば や りで

， 建築学分野 に お

い て も唱 える向 きが あるが，しか しそれ は，家政関連

科学が持つ 生活原理 に 基 づ く学体系 とはい えな い ，家

政学の本来の 目的 ・意義に 立 ち返 り，人の 生 き方，ラ

イフ ス タ イ ル を問 い ，そ の あ り方を真 っ 向か ら問 うと

い う立場を，今一度再認識 し，本来の 家政学 （生 活科

学 ・生活環境学）の 意義を見失わずに ，今後の住生活

学の研究をさら に深め て い きた い と考 えて い る ．

8．お わ り に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本研究の受賞に際 し，恩 師の 奈良女子 大学名誉教授

以上 の よ うに，学位論文で は，戦後か らの 「住生活　　故扇 田信 先生 （住生 活学），京都大 学名誉教授 巽和夫
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地球環境を考慮する視点か ら一

先生 （建築計画学） の 学恩に負うと こ ろ大で あ っ た こ

とを深 謝申し上げます．

　また，奈良女子大学家政学部住居学科に着任 し，現

在に 至 る まで の 間，御支援 を い ただ い た諸先輩，諸先

生方に厚 く御礼申し上 げます．最後に，多 くの御協力

を惜 しまれなか っ た 「住生活学研究室」の 卒業生 と研

究室 メ ン バ ー
の 皆様に 心 よ り御礼 申 し上 げます．
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