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匚塰藁
ア ダル ト ・チル ドレ ンー 私の 物語 をつ くり直す一

信 田　 さ よ 子

　 は じめに

　ア ダル ト
・チ ル ド レ ン （AC と略す） と い うこ と ば

が マ ス コ ミ を中心 に 広 が っ て い る．「自分 は AC だ と

思 う」と言 っ て カ ウ ン セ リ ン グを求めて 来 る タ ラ イエ

ン ト も増 加 し て い る．原宿 カ ウ ン セ リ ン グ セ ン タ
ー

の

1996年 の 総新来ケ
ー

ス 数 は 547 ケ
ー．

ス ，そ の う ち

AC ケ
ー

ス は 162 ケ
ー

ス で 全体 の 34 パ
・．一セ ン トを占め

る ，こ れ は 数年前 まで は 予 想 もで きなか っ た 事態 で あ

る ，こ の よ うな急速な広が りを見せ た背景に は社会学

的に み て 興味深 い 点が い くつ も挙げ られ よう．しか し

本稿 で は，こ の コ ン セ プ トが 我 が 国 に導入 さ れ て 以 来

カ ウ ン セ リ ン グ と い う臨床の 場で AC と自己 認知 した

人 た ちと関わ りつ づ け て きた立場か ら、AC コ ン セ プ

トに つ い て 述べ よ うと思 う．そ れ は 水増 し さ れ て 拡大

す る 時に起 こ りが ちな 「安易 な レ ッ テ ル」に な る の を

防 ぎ，診断用語 と して医療 の 場に組み込まれ る の を防

ぎた い と い う動機 か ら で あ る ．

　ア ダル ト・チ ル ド レ ン と い う こ と ば は どの よ うに 生

　 ま れ た か

　 ア ダ ル ト・チ ル ドレ ン と は Adult　 Children　 of 　Alco−

holicsの 略 で も と も と は 「ア ル コ
ー

ル 依存症 の 親 の も

とで 育っ て 成人 した 人」と い う意味 で あ る ，ア ル コ ー

ル 依存症本人か ら，その よ うな親 の も と で 育つ こ ど も

へ との 関心 の 広が りは，ア ル コ
ー

ル 依存症 の 治療の 発

展に伴っ て 起 きた．

　 もともとア ル コ ール 依存症 そ の もの が ご く新 しい 概

念 で あ る ．ア ル コ
ー一

ル 乱用 は社会 の 変動 と と もに と ら

え方が 変わ っ て きた ．前近代的な社会 に お い て は 困 っ

Say破 エI　N／　 OBi ，’v．a． 1亰宿 カ ウ ン セ リ ン グ

セ ン ター一

著者 紹 介 〔略 歴 〕 昭 和 44 年お 茶 の 水

女子大学哲学科卒業，48 年大学院修了

〔家政 学 研 究 科児童学専攻）．駒木野 病

院勤 務 ， 原 宿相 談室室長 を経 て
，
1995

年 12rl ．よ り現職．〔連絡先〕〒 150 東京

都渋谷区神宮 酊 6−24−．4 平 野 ビ ル 3FII勤 務先 ）．

た 滷 の 飲み 方 は 少数 の 人 々 にみ られ た が，祉会現 象と

まで は い た っ て い なか っ た ．資本主義 の 成立 と と もに ，

多数 の 人 々 が ア ル コ ー
ル と い う薬物 に よ っ て 心 身の 障

害 をこ うむ る よ うに な っ た の で あ る．治療 の 歴史 は，

ア ル コ
ー

ル 依存症 を 「困 りもの 」「犯罪者」 と して 扱

う時代か ら，人格破綻者 ・精神障害者 と して 扱 う，い

わ ば「疾病」 と して 医療 の 関与が な され る 時代 へ と変

遷 した ．治療 モ デ ル と して は 「司法 モ デ ル 」か ら 「医

療モ デ ル 」へ の 変化で あ り，刑務所か ら精神病院へ と

収容場所が変わ っ たの で あ る ，しか し実態は
一

向に変

わ ら ず，精神医療従事者 の 間 を無力感が 支配 して い た．

良心的な専門家ほ ど誠心 誠意 の 治療が 瞬く間の 再飲酒

に よっ て裏切 られ る こ との 傷 つ きに 耐
．
え られず，ア ル

コ
ー

ル ・薬物依存者の 治療か ら撤退 した ，こ の よ うな

事態が大 きく変動 した の は 自助 グ ル ープ の 登場 に よ っ

て で あ っ た ．本人 た ちが 「今日
一

日 ア ル コ
ー

ル を飲 ま

な い こ と」 だ け を 目的 に集ま っ て 自分 の こ と を 語 る ，

こ れ を毎 日積み 重ね て い くこ と で断酒が維持継続 さ れ

て い くとい う事実は衝撃で あ っ た．い わ ば専門家た ち

の 敗北宣言 で もあ り，治療の 対象で あ る 人 々 か ら学ば

な けれ ば な ら な い と い う原点か ら の ス タートを強 い ら

れ た の だ．こ こ か ら出 て きた の が 「関係モ デ ル1 で あ

り， 「人間関係 障害」 と し て の ア ル コ ール 依存症 と い

う認知 で あ っ た．

　こ の よ うな 「関係」へ の 注 目 に よ っ て ア ル コ
ール依

存症 の 家族関係 へ と焦点 は 拡 大され ，シ ス テ ム 論的把

握や家族療法 の 導入な ど がな され るようにな っ た．そ

れ と と もに，医療 の 枠 組 み を超 え る 治療 ネ ッ トワ
ーク

の 必要 か ら
，

コ ・メ デ ィ カ ル の 人 々 （サ イ コ ロ ジ ス ト
，

ケ
…

ス ワ
ーカー一

， ナ
ー

ス
， 保健婦 ete ．） の 関与が欠か

せ な くな っ た．こ の 人た ちの 視点が まず ア ル コ
ー

ル 依

存症 の 妻 に向け られ た．そ こ で 生 まれ た こ と ば が「共

依存」で ある．c 〔〕
−dependency とい うこ と ば は こ の よ

うに当初 は ア ル コ
ー一

ル 依存症 の 妻 を指す こ とば で あ っ

た，ア ル コ ー
ル 依存症本人，そ して そ の 妻 の 共依存 と

い う カ ッ プ ル の 関係が明確 に な っ て 初 め て
， そ の 二 人
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の 問で 成長す る こ どもの 問題が注 目され る よ うにな っ

た の で あ る．そ れ は ア ル コ ール で 混乱 した 家族 を支 え

「い い 了」 と し て育つ 入たちへ の 注 目で あ っ た．『忘 れ

られた
．
」
二
供 たち』

1
〔19．　69 年）が カナ ダで 出版 された

が ，こ れ が い わゆ る AG 本 と し て は 最初 の もの で あ る ，

1981年に ア メ リ カ で ケ
ー

ス ワ
ー

カ
ー
，ク ラ ウ デ ィ ア ・

ブ ラ ッ ク の
“
［twill　nevell 　happen 　to　nle

”21
が出版 さ

れ 大ベ ス トセ ラ ー一に な っ た．こ れ は 日本で は 「私は親

の よ うに な ら な い 』 と し て 1989年翻訳出版され た．

こ の 年に東京都精神医学総合研究所主催の 国際シ ン ポ

ジ ウ ム 「ア ル コ ール 依存症 と家族」が 開催 さ れ，実質

的 に 我 が 国 に ア ダ ル ト ・チ ル ド レ ン とい うこ とばが 導

入され，ひ ろ が っ て い くきっ か け に なっ た ．

　嗜癖 （ア デ ィ クシ ョ ン ） とい うコ ン セ プ ト

　次 の 転換 は 嗜癖 とい うコ ン セ プ トの 共有で あ っ た．

嗜癖 と は 端的 に い え ば 「行動 の 悪習慣」 の こ と で あ る．

喫煙か ら始ま り，ギ ャ ン ブ ル ・浪費 ・盗癖 ・暴力 ・摂

食1簟害な ど 「頭 で は わ か っ て い る の に や め られ な い 行

動 1を嗜癖 とい う こ とばで く くる こ と で 専門家 の 関与

が 可 能に な る，もち ろ ん そ の 代表 は ア ル コ
ー

ル 依存症

で あ り，ア ル コ
ー

ル 問 題 に 対 し て 適 切な対応が で きれ

ば 嗜癖 全般 に そ れ は応用可能で あ る．

　こ の よ う な わ れ わ れ の 仕事の広が りか ら AC もア ル

コ
ー

ル 依存症 の 親 を も つ AGOA か ら，親に何 ら か の

嗜癖 問題が あ っ た とする ACOD （機能不全 家族 Dys −

functiOI／al　Famtlyで 育・
っ て成人 した 入）へ と対象が 広

が っ た．親 ぱ 酒 は 飲 ま な か っ た が
， 仕事しか な い ワ

ー

カ ホ リ ッ ク だ っ た と い う人 も， 臼分を AG と認知す る

こ とが で きる よ うに なっ た の で あ る．

　ア ダル ト・チル ドレ ン の 定義

こ れ まで 述 べ た よ うに こ の こ と ばは医療の 中か ら病理

を表す診断用詩 と して 生 まれ た の で は なか っ た．現場

で働 くコ ・メ デ ィ カ ル の 人たちが ，
ひ と くくりに して

名付け る 必要 を感 じて 生 まれ た こ と ば で あ っ た ．した

が っ て実体的とい うよ り機能的 で あ り， 客観 的 とい う

よ り主観的 で あ る，それは従来 の 学問11勺コ ン セ プ トか

ら は 遠 く隔た っ て お り悪 く言 えば曖昧で あ る ，瞹昧 さ

は一
方 で 広 が りやす い と い うメ リ ッ トをもっ て い る が ，

・
方 で は 誤解を生 じゃ す い とい うデ メ リ ッ トが あ る．

こ こ で い う誤解 の 井…準は，AG と 自己認知 した 人 た ち

が 傷つ い た り否定 され た と感 じ る か ど うか で あ る ．何

故な ら ば こ の コ ン セ プ トはそ もそ もがその よ うな人 た

ちが 肯 定 され 救 わ れ る た め に 生 まれ た もの で あ る か ら．

　筆者は ア ダ ル ト・チ ル ド レ ン を 「現在の 自分 の 生 き

づ らさが親 との 関係 に 起 因す る と 認め た 人」 と定義 づ

けて い る，こ の 定義に は 三 つ の ポ イ ン トが あ る．

　第
一

の ポ イ ン トは 親 と の 関係 と い う点 で あ る．自分

の 牛 きづ らさは 従来 で あれば 自分 の 性格か もの の 考え

方 な ど 自分 自身 に 帰 せ られ る もの と され た．もしくは

社会体制 や 政治 な ど に よ る もの で あ り社会変革 の 必要

と結び付け られた りした．社 会と自己 とを繋げる軸が

不明確 に な っ て い る 現在，生 きづ らさは自己 に帰 せ ら

れ 「私 が だ め だか ら」 と もっ と生 きづ らさを増す悪循

環が 起 きて い る．自分 とい う個人，もしくは社会とい

う
一
極 の い ずれ で もな く 「親 との 関係」に 起因す る と

認 め る こ と で 「わ た しが 悪 い わ け で は な い の だ 」 と免

責 され る．こ の 免責性が 「AG とわか っ て楽に な っ た」

とい う理 由な の で あ る ．

　 し か し こ の よ うに親へ の マ イ ナ ス 感情 を容認す る こ

と は 決 して 容易 な こ とで は ない ．そ れ は 我 が 国 に意識

化 され ない まで も強固 に 存在す る 「親孝行」とい う暗

黙の 価値 に 対す る意義 申 し立 て で あ り，
ま た 「親 の 愛」

「母性愛 1が現 実 には 何 で あっ た の か とい う神話の解

体 で もあ る か らで ある ．こ の よ うに 親子 や家族に まつ

わ る一
種 の タ ブ ーを超 え て ま で 自己の 生 きづ ら さ の ル

ー
ツ をた ど る必要があ る と感 じる 入が AC なの で あ る．

　第二 の ポ イ ン トは 「起 因す る 」 と い う点 で あ る．原

因と い う こ と ば は 不適 切 で あ る．「わ た しが 生 きづ ら

い の は親 の 愛情が足 りなか っ た の が原 因で ある ［ と考

えれ ば ，結 果 と して の 生 きづ ら さを解消す る に は 原因

と して の 親 を責め攻撃すれ ば い い と い う単純な因果論

に陥 っ て しまう．［天1果論に 基 づ く犯入捜 し，攻撃か ら

は 何 も生 まれ な い ．た だ し 「す べ て 私 が 悪 い 」 と考 え

て 生 きて きた苦しみ の 反転 で 「すべ て 親が悪 い 」 と感

じる こ とは変化 の プ ロ セ ス の
一

段 階 として は認めな く

て は な ら な い だ ろ う，

　 こ れ は第
．一

の ポ イ ン トの 「親との 関係」と関連す る．

現実の親が どうで あ っ たか とい う事実 で はな く自分 と

の 関係 に お け る親な の で あ る ．こ の よ うに 関係を問題

にする とは親が 客観的 に どうで あ っ たか で な く，私に

と っ て それ が 苦し か っ た とい う心的事実が問題 なの だ．

心 的事実 を 肯定 す る 必要 が あ る ．こ れ は きわ め て 内的

な作業 とい え る だ ろ う，また ，白分の 苦し み の 背景 に

は多くの フ ァ ク ターが 挙げられ よ う．そ の 中で 「親と

の 関係」 を多くの フ ァ ク タ
ー

の うちの 主要な フ ァ ク タ

ーと認め る こ と，こ れが 「起因」 と い う表現に こ め ら
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れ て い る，決して 単
一

の 原 i大「で は な い ．

　第三 の ポイ ン トは 「認めた入」 とい う点 で あ る．自

分 の 生 きづ ら さ をた ど っ て い け ば 親 との 関係 に 行 き着

くと 自ら 認め た 人 が AC な の で あ る ．症状 の 有無 ，
チ

ニr．ッ ク ホ イ ン トに よ っ て 他者が判定 した り診断す る こ

とば で は な い ，外見 は 何 も問題はな く社会的 に も恵 ま

れ て い て も 「私は AC だ　と認め る 入 は AC なの で あ る，

　自分 の こ とは 自分で 決め る，とい う当た り前 の こ と

が で き な くな っ て い る．偏 差値に 始 まる客観的 評 価 が

自分 を決 め る とい う事実に慣れ き っ て い る の で は ない

だ ろ うか ．身体の 疾病に対 して の 検査 方法が精緻 に な

っ て きて い る よ う に
， 白分 が 何者か とい うこ とに 対 し

て も権威や客観的 力
．
法 に依拠 しすぎて は い な い だ ろ う

か，AC と い うこ と ば に 出会 っ て 自分の 中に あ っ た謎

が解け，ジ グ ソ
ーパ ズ ル の ピー

ス が 納 ま っ た感覚を持

ち 陳 に な っ た1 と 感 じる 入 た ち ， そ の 人 た らは 自分

に と っ て 必要 な ア イデ ン テ ィ テ ィ
ーと して AC とい う

自己認知を した の で あ る ．

　こ の よ うに AC とは 「臼己認知」 を基本 と し，「自

己申告」す る もの で あ る．したが っ て 病気 で もな く医

療 モ デ ル で と ら え る こ とは 無理があ る ．こ の よ うな 主

観的 コ ン セ プ トが い くつ か の 誤解 を招 きなが ら も広 が

っ て い る こ とは，す べ て の 基本 に なるべ き ［私 が 楽に

なる」 と い う原点を再確認 し，主観の 復権を促 して い

る よ う に思 わ れ る．繰 り返す が 自分 が AG か どうか は

自分 が 決 め る こ とな の で あ る．

　ア ル コ
ール 問題 を抱え た家族

　それ で は ど の よ うな家族関係に お い て 育 っ た人た ら

が AG の 自覚 を持 つ の だ ろ うか．すで に 述べ た よう に

機能不全家族 の 典型 は ア ル コ ・．一ル 家族で あ っ た．AC

の 原 点 で もあ る ア ル コ
ー

ル 問題 をか か えた家族 を見 て

み よ う，こ こ で い うア ル コ ・一
ル 問題 と は ア ル コ ール 依

存症 と して の 診 断 を受 け て い る とか ，暴力が あ る ，手

が 震え る などとい う常識的な基準 とは 関係ない ．親の

習慣的飲酒 に よっ て 家族 の 誰かが困 っ て い れ ばそ れ は

「問題飲酒 」と し て カ テ ゴ ラ イズ して か ま わ な い ，し

た が っ て 昼 問 は 凱派 な社会人 と し て 勤務 して い る 父親

が ，帰宅 し て か ら飲 酒 して 起 こ す言動 で 家族が 困る と

すれ ば，彼を問題飲 酒者 と呼ん で か まわ な い の で ある ．

こ の よ うな親の もとで 育つ こ ど もは 三 重の 苦 しみ を味

わ っ て 育つ ．

　第
一

の 苦しみ は，父親か ら受け る酔 っ て の暴言 ・暴

力 や し らふ と酩 酊 の 交代す る 人格の は ざまで ふ りまわ

さ れ る混乱に よ る もの で あ る ．こ れ らは虐待 とい っ て

い い ほ どの残酷な もの であ り，心的外傷 （トラ ウ マ ）

と し て 対象化が 可能で あ ろ う．父親の 酔っ て ドア を叩

く爵が 30 歳 を過 ぎて も甦 り恐怖感で 動け な くな る と

い う人 もい る．そ の よ うな父親との 生活が 日常で あ る

とき，こ どもは家族の なか で 生 き延 び る ため に い くつ

か の 技術 を 身 に つ け る ．た と えば 「見 な い ，聞 か な い ，

信 じない 」 よ うに して 自分 を守る，

　第 二 の 苦し み は，母 か らの 共依存的支配に よ る もの

で あ る．しか しこ の 苦 しみ は 成長過程 で は そ れ ほ ど意

識 されず，む しろ あの よ うな父 に よ っ て 苦 しめ ら れ な

が らも自分 を育て て くれ た 不幸な 母 と して 美化さ れ て

い る ．そ して 「自分 が 悪 い 子 だ か ら」「母 を 支 え る の

は 自分 しか い な い 」 と母 の 期待 を先取 りして ひ たす ら

い い r一と して 成長す る ．AG 自覚 をも っ た 人 は，意外

に も飲 ん で ば か りい た 父 に 対 して は 成人 し て か ら そ れ

な りの 理解 を 7JKす もの で あ る．む しろ 逆 に 離婚 の 恐怖

をこ どもに 感 じ させ つ づ けたの に 結局 は 離婚 もせ ず，

自らの 不幸を こ どもに よ っ て 救わ れ よ うと した母か ら

の 「愛情とい う名の 支配」に 成人 し て か ら苦 し むの で

あ る．

　 第三 の 苦 しみ は，こ の よ うな父 と母が 日常繰 り広 げ

る ドラ マ の 目撃者と して の苦 しみ で ある．夫婦の い さ

か い は 予供 に と っ て 世 界が 割れ る 恐怖を もた らす．直

接 白分 に向か う暴力 は逃げた り避け た りすれ ば い い ，

殴 ら れ た痛み も感 じ ら れ る，しか し暴力の 目撃者は無

力 な ま ま凍 りつ い た よ うに 見 て い る しか な い ．目撃す

る こ ど もも虐待 を受けて い る と い う主張が な さ れ る の

もこ の ような徹底し た無力感を味わわ さ れ る こ とへ の

注 目で あ ろ う，そ し て ア ル コ ー
ル 家族 の 特色 の ひ と つ

に，「亀を流す よ うな両親 の い さかい が翌 日にな る と何

事 もなか っ た よ う にふ た を され て い くと い う処理 の 仕

方があ る ．あ の よ うな 争 い が なぜ 起 き
，

ど の よ うに 和

解 し、不安 に 震 えた 自分 に ど の よ うな気遣 い が され た

かが ま っ た く不明 の ままに放置され る．こ の意味不明

の
．
呂
：
しみ の 中で こ ど もは 自分 な りに 最終的意味 づ け を

す る，「ぼ くが （わ た しが〉悪 い 子 だか ら」 と．こ の

ような こ ど もな りの 最終 的意味 づ け は ，悪 い 子 の 自分

が い る か ら親 が苦 しむ，こ ん な 自分 は こ の 世 に 居 な い

ほ うが い い とい う根深 い 自己否定感 に繋が っ て い く．

　 また両親 の 関係性 を見 る こ とで 「男 と女 の 関係性」

の 原点が形成 され る ．ど ん な素晴 らしい 男女 の 愛 を文

学や テ レ ビで 見聞 きして も ， それ は フ ィ クシ ョ ン だ と

思 う，幼少時 よ り刻印 され た 両親 の ドラ マ か ら，男女
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が愛し合 うとは暴力的支配に よ る もの だ，あ る い は 男

女 の 愛な ど あ る は ず もな い とい う感覚 を育 て て い くの

だ ．

　 AC をサ バ イ バ ー （surVivor ）と呼ぶ理由

　 こ の よ うに 過酷で 戦場 の よ うな家族 で あ っ て もそ こ

で 育つ こ どもに と っ て は 唯
・
の 家族なの だ ．そ こ を離

れ て 生 きる こ とは で きな い ．

　 あ る こ どもは，精神的
・身体 的疾病 をかかえ る よう

に な る だ ろ う．そ の 結果
一
時的 に 家族 の 不和 が こ ども

に 関心 が 集中す る こ とで 鎮静化すれば，そ の子は ずっ

と病気の ま ま 成長す る か もしれ ない ．あ る こ どもは 問

題 を起こ し，非行など反祉会的な行動 に 走 っ て そ の 家

族か ら離脱す る か もしれ ない ．しか しそ の い ずれ に も

陥らず，家族の li1 で 適応的 に 親 を支え て 成長す る こ ど

も た ち が い る．C ，ブ ラ ッ ク は 『私 は 親 の よ うに な ら

な い 』 で そ の タ イプを 3 つ に 分 け て い る ，1）賣任を

取 る タ イプ，2｝調整役，3）順応者で あ る．い ずれ も

必 要 で あ る の に 親 の と ら な い 役割 を幼 い こ ろ か ら と っ

て
， 家族 を親 を支 えて 生 き延 び る．一

家の 希望の 星 で

あ っ た り，ピエ ロ で あ っ た り，ス ケ
ー

プ ゴー
トで あ っ

た り，い る か い ない かわか らない 存在で あ っ た り
…と．

それは本人 の 性格とい う よ りも，機能不全 の 家族 の な

か で 非行 に も走れず，病気 に もな れ ない こ どもの 唯
・

の 存在 の しかた なの で あ る，こ の よ うに し て 成長 した

こ とは，まさ に 生 き延 び る とい う表現 が ふ さわ しい ．

AG の 入た ちをサ バ イ バ ーと呼ぶ の は こ の よ うな感嘆

を込 め て な の で あ る ．

　 しか し機能不全 の家族に適応す る に は，過剰適応が

要求さ れ る，責任 をとる の も過剰 で あ り，調整役 も過

剰 で あ る．なぜ な ら そ の 家族 が 過剰 に 苦 しみ に 満ち た

家族で あ る か ら で あ る．強風 の 中で 老っ て い る に は，

風 に吹き飛ば さ れ な い よ うな 過剰 な 力が 要 求 され る．

しか し風 が 凪 い だ らそ の よ うな 力 は 不要 に なる ．成長

して 原家族 を離 れ て か ら，職場 で ，学校 で ，そ して新

た に 形成 した 家族 で い くつ か の 周囲 との 違和感 が 生 じ

て し まうの は そ れ と 同 じ こ と で あ る 、もと も と他者の

期待を読み 取 る の に 長けた人たちで あるか ら，目立 っ

た 不適応，問題行動 に は な らない ．む しろ H 々 の か す

か な 違和 が 積 み 重 な っ て い つ しか 降り積もる よ うな感

覚が 形成 さ れ る．原 家族 を離れ て 幸 せ な人生 を歩 もう

と思 っ た の に，自分 の 人生 なの に 実感がな い ，生 きて

い る と い う感覚 が な い と感 じは じ め る．中 に は，原家

族を離れ た途端に 力尽 きて しまい ，すべ て に 無気力 に

な っ て し まう人 もい る．

　原家族で 生 き延び る た め に 身 に つ けたパ ター
ン が ，

原家族を離れ た 途端に 周囲 と の 違和感を生 じて し ま う

とい うこ とは 種 の 悲劇 で もあ ろ う．しか し，そ れ が

AG コ ン セ プ トと の 出会 い に よ っ て 自分の対人関係能

力の 無さや性格に帰せ ら れ な い こ と は
， 救 い で もあ る ．

原家族 に お い て サ バ イバ ル の た め 「学習 1 された の で

あれ ば ，「再 学習」 に よ っ て それ は 変え ら れ る と い う

可変性を意味す る の で あ る か ら．

　 日本的 AC とは

　 ア ル コ ー
ル 家族 の よ うな 親 の 暴言 ・暴力が あ ら わ な

家族 は
， 日本の 機能不全家族の 極く　

・
部 で ある．む し

ろ表而的に は ふ つ うの 家族 で あ り，模範的な而親 の も

とで 育 っ た 人 た ちが AG と して の 持しみ を感 じて い る．

こ の 点 が ア メ リ カ と の 違い で ある ．ア メ リ カ とい う国

は，そ もそ もが移民に よ っ て 成立 した た め，根底に国

家 の 基盤 と して の 家族愛の 強制 が あ る，その ため ，激

しい 愛情 とそ の 裏側 の 激 しい 暴力が明快 なか たちで 表

面化 して い る ．した が っ て トラ ウ マ と い う こ とば で

「親か ら受 け た 心 の 傷」 を 対 象化す る こ と もで きる で

あ ろ う，しか し 目本の AC の 人 た ちの 苫 しみ はそ の よ

うな対 象化が困難で ある．それ は 親か らの 「愛情 とい

う名 の 支配1 に よ る苦 しみ だ か らで あ る ．

　暴力に よ る 強制は拒絶す れ ば 済む し，そ の 拒絶は 間

違 っ て は い な い ．しか し 「お 前を愛 して い る か ら」と

い う支配 は 「愛情」と い うこ と ば に よ っ て 抵抗不能に

陥 る しか な い ．そ れ を拒絶すれ ば，自分が 親の愛を裏

切 っ た こ とに な る の だ か ら．また 「あなた の こ とは
・

番わ た し が わ か っ て い る の よ 亅「そ うす れ ば間違い な

い の よ」 とい う正論 しか言 わ な い 親 の支配 も抵抗不能

に 陥 る ば か りである ．反論すればす る ほ ど自分が まち

が っ て い る こ と が あ ら わ に な っ て い く，こ の よ うに正

し く，愛情豊 か な家族 に 満 ちた支配 （コ ン トロ ー
ル ）

に よ る苦 しみ が 日本 的 AG の 苦 しみ で あ る ．こ の よ う

な コ ン トロ ール は
，

．
耄 と して 母親に よ る もの で あ る．

不幸な 母 は そ の 不幸 を自分だけ で 抱 え込め ず，こ ど も

を コ ン トロ ー
ル す る こ と で ，こ どもの 人生 に お お い か

ぶ さ っ て 生 き る こ とで そ の 不幸をみ つ め な い よ うに す

る．こ の よ う に他者 の 不幸に 関心を集中させ る こ とで

白ら の 不幸を 否認す る こ と を共依存とい う．共依存 の

人 は他者の 不幸 に 敏感 で あ る．そ の 人 を と こ と ん 世話

し自立する力を奪い 「自分が い なければ生 きて い けな

い 」よ うに す る ，こ の よ うな支配は
一
見女の 美徳 で あ
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ア ダル ト ・チ ル ドレ ン

る．しか し耐えて犠牲者の ふ りを した 人 が
， 実 は もっ

とも巧妙な コ ン トロ
ー

ル を行 っ て い る と い うこ と に気

づ か な け れ ば い けな い ．何度振 り払 っ て も，不幸そ う

な顔 を した 母親が 自分 の 人年 に 寄 生 し て くる
， 侵 入 し

て くる とい う苦 しみ を訴え る 人は多Vl．そ して 既 に 死

ん で し ま っ て い る の 1に，今 で も親 の 「努力 しなけ れ ば」

と い う正論 の メ ッ セ ージが頭の 中 で こ とあ る ご と に 自

分を苦 しめ る とい う人 もい る．こ の よ うに 現実 の 親 で

は な く， 白分 の 内 部 に侵 人 し て ，自分 を コ ン トロ ・一
ル

する親の こ と を筆者は 「イ ン ナ
ーペ ア レ ン ト．1 と 名付

けた．こ の よ うな親か らの コ ン トロ
ー

ル を読み解 くこ

と は 日本の AC の 場 合 は ア メ リ カ よ り も困難 で あ る ．

それ は 自他 未分化 の ，ウ ェ ッ トな 日本 の 人間関係 の 特

色 に よ る もの て／
°
あ ろ う．

　回復とは

　AC は病気 で は な い と繰 り返し述 べ て きた．しか し

そ れ で は 何故 「同復 ［と い う こ と ば を つ か うの で あ ろ

うか．こ れ を 「成長」 と い う表現 をす る専門家 もい る ．

ア ル コ
ー

ル 依存症 者 た ちが ，酒 をや め て新 しい 生 きか

た を求め て い くプ ロ セ ス は 「回復」 と い う こ と ば に 集

約 さ れ る ．筆者は AC が生 まれ た 原点 で あ る ア ル コ ー

ル 依存症 の 家族 に 、凋却し，や は り國復 とい うこ とば で

表現 した い と考え て い る．決 して
， 文字 どお りの もと

に 展 る とい う意味で はない ．

　回復は ｛段階に と ら え られ る．

　第
一

段 階 は AC と1
「
【己認 ，：！lす る こ とで あ る．　 AC の

人たち は 自己認知 して例外な く 1楽に な っ た 」 と言 う．

そ れ は ［謎 が解け た感じ」「方程 式が解 け た感 じ」「ジ

グ ソ
ー

ハ ズ ル が 完成 した よ う」 と表現 され る．そ れ は

なぜ な の か ，い ままで 述 べ たよう に AC の 人た ち は幼

少時 よ り，親に 支え ら れ る の で はな く，親 を 支え て き

た 人たちで あ る ，その 支え方は，親を悲 しませ な か っ

た り，親の 愚痴 の 閘 き手に な っ た りとい うか た ちを取

る．つ まり親の 期待に沿 っ て 生 きる こ と で 親を支え て

きたの だ．その 幕本に ある の は 「悪 い 了
一
」 と して の 臼

分 ，自分が存在す る か ら親は （家族は〕 不
．
彰なの だ と

い う根深 い 自己否定感 で あ る．成人 して か ら の 生 きづ

ら さ も，当然 の よ う に 1私 が 悪 い j と しか整理 で きな

か っ た人たち で あ る．こ の よ うに つ きつ め ればつ きつ

め る ほ ど悪循環 に 陥 る 「私 1 に つ い て の ス ト
ーリーが ，

AG とい う こ と ば に 1［la

会 う こ と で新たな ス ト
ーリー

に

紺 み 替え る こ と が で きる，そ れ は 「
．
わた しが悪 い の で

は ない 」 とい う 現在の 自分を旨定で き る ス ト
ー

リ
ーに

作 り直す こ とで あ る．現在 の 自分 を肯定 で きない よ う

な ス トーリ
ー一

はまる で 自分 の サ イ ズ に あ わ ない 洋服 に

例えられよ う．自分が楽 に なり肯定 され る よ うな ス ト

ーリーを ど こ か で その 人た ちは 求 め て い た の で ある ．

7号か ら 9 号へ と自分 に フ ィ ッ トしたサ イズ の 洋服 を

み つ ける こ とが AC と臼己認知す る こ と な の で あ る ．

み つ け る こ とで 1司復 は 半ば で あ る と考 えて い る ．そ れ

は ア ル コ ール 依存症 の 人が 臼分 の 病気 を認 め た時 ， 回

復は半ば で あ る の と対応 して い る．

　 第二段階 は 「イ ン ナ ーペ ア レ ン ト」 の 清算 で あ る．

「内在する 親との 訣別」ともい え る だ ろ う．自分 の 人

生 に 入 り込 ん で い る親，そ の 親 の コ ン トロ
ー

ル を受 け

人 れ て 生 きて きた とい う こ と は，親 の 期待 に 沿 っ て き

た こ とで あ り，親の書い た ドラ マ を生 きて きた こ とで

もある ，そ の ドラ マ の 主 人公は親 で あ っ て，自分 は そ

の ド ラ マ の 共演者で あ り脇 役に 過 ぎなか っ た．そ の こ

と に気づ い て，親の 人 生 と自分の 人生 を分 け て い く作

業 で あ る．親との 関係を整理 し，自分をキ役と したス

トーリーに組 み 換 え て い く こ と，そ れ に よ っ て 親 は 白

分 の ドラ マ の
．一
登 場人物に 過 ぎな くな っ て い く．自分

の 中 に 人 り込 ん で い た親 の ス ト
ー

リ
ー

と自分 の ス ト
…

リ
t一

の 問 に 境 界が で きる ，自分 に と っ て対象化で きな

い ほど に密接 で 大きな存在 だ っ た 親 が ，縮小 して い く．

ど ん ど ん 小 さくな り最後 に は点景化し て い く．こ の よ

うに 親 と の 関係 が 変化 す る こ とが イ ン ナ …ペ ア レ ン ト

の 清 算な の で ある，決 して 親を憎 ん だ り，親が 原因だ

と して 責 め る こ と で は ない ．関係 を変える こ とな の で

ある，そ れ も現実 の 関係で は な く ，
こ れ まで つ くっ て

きた 自分 の ス ト
ー

リ
ー

に おけ る 親 との 関係 な の で あ る ，

そ の プ ロ セ ス に お い て ，感情 が ほ と ば しる こ と もある

だ ろ うし，親へ の 怒 りや憎 しみ が 湧 い て くる こ と も あ

る だ ろ う．それ は プ ロ セ ス に お い て 肯
．
定 され なけれ ば

い け な い が ，そ れ が 目 的 で は ない こ と を 強調 して お こ

う．こ の 第 殺 階が 回復 の プ ロ セ ス の 主要 な部分 を 占

め る．

　 第三 段階 は 原 家族 で 生 き延 び る た め に 身に つ け た対
．

人 関係 を変化させ る こ と で あ る ．す で に 述 べ た よ うに
，

AG の 人た ちは周囲 の 期待 をい ち早 く読み取 っ て ，過

剰 に 適応 的 に 生 きて きた．そ の 原家族 で 身 に つ け学習

した 対 人関係 の パ タ
ー

ン が 現在の 生きづ ら さに つ な が

っ て い る の だ．も っ とも有効な方法 は 「心 理劇」 （サ

イ コ ドラ マ ）の 活用だ ろ う，心理劇 に は 「自発性開発

中心」「対人関係発展中心」「課題解決 中心」 の 3 つ の

H 的が ある ．親チ，家族 とい う関係 を横軸 に し，こ の
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3 つ の 目的を組み合わせ て サ イ コ ドラマ を実践 し，対

人 関係 の 変容をは か っ て い くの で あ る ．

　心理臨床か らみ た ア ダル ト
・
チ ル ドレ ン

　最初 に 述 べ た よ うに こ の コ ン セ プ トは 医療 モ デ ル で

は と ら え きれな い 広が りをもっ て お り，精神医療 だけ

で は 対応 しきれ な い もの で あ る．しか しなが ら一
方 で

心理 臨床に お い て も，ア デ ィ ク シ ョ ン へ の 関心 をもつ

人 々 は極 く少数 で あ っ たため，A （〕 コ ン セ プ トに 戸惑

い をお ぼえ る専 門家 も多い ．従来 よ り筆者は ア デ ィ ク

シ ョ ン の 領域 こ そ コ ・メ デ ィ カ ル で あ る 心 理 臨床家 が

もっ とも力を発揮で きる分 野 で あ ξ） と考えて きた．嗜

癖は人問関係障害で あ る とす る ならば，人間関係を焦

点 とす る 心 理 臨床豕の 役割 こ そ が 必 要 と さ れ る の で あ

る．嗜癖者本人 の 内部の 病理 を さ ぐる の で は な い ．し

たが っ て こ の コ ン セ プ トを心 理 臨床の 現場で つ か い こ

な す に は ，嗜癖臨床の 特色 を確認す る 必要 が あ る ．そ

れ は 1）専 門家の 役割の 限界性 の 言慰知
一自助 グ ル ープ

の 役割 の 重要性一一，2）関係 モ デ ル に 立 脚する こ と
， 3）

本人 の も つ 健康 な 力 へ の 信頼 ，
で あ る ．こ の こ と は そ

の まま心理 臨床の 現場 で の AG の カ ウ ン セ リ ン グの 基

本 に も当て は ま る ．

　 ア ル コ ー
ル 依 存症 の 人 た ち が 厚門家 の 関与 が一

切 無

い 自助 グ ル
ープ で 自分 の 体験 を語 る だ け で 回復 して い

くと い う事実か ら筆者は多くの こ と を学 ん だ．中 で も

「私」と い うの は 「私の ス ト
ー

リ
ー

で あ る」と．何度 も

過去 の 休験 を想起 し語 るうち に そ の 内容が変わ っ て い

く．「私 の ス ト
ー

リ
ー

」が 変 わ る こ とが 「私」が 変 わ る

こ と なの で あ る ．こ の よ うな心理療法 の 立場は ナ ラ テ

ィ ブセ ラ ピー
の 考え方 と ほ ぼ重なる ．こ の ように AC

コ ン セ プ トの 広 が り は ，心 理 臨床 に お い て，分析的心

理 学と基本的 1
’
L場を異 にする嗜癖臨床 の 再評価 とナ ラ

テ ィ ブ セ ラ ピー
の導人 に つ なが る の で は ない だ ろ うか ．

　PTSD と の 関連

　AC を，トラ ウ マ （心 的外傷）を成長過程に受けて

そ の 後遺症 に悩む 人 と定義 づ け る tr場 もあ る．　 PTSD

は 精神医学の 診断基準を大きく変 える か もしれ な い コ

ン セ プ トで あ る が，筆者は そ れ に つ い て詳述 で きる 立

場 で は な い ．繰 り返 す よ うで あ る が
，
AC コ ン セ プ ト

は 医療モ デ ル か ら自由で あ る こ と に意味 が あ っ た ．し

た が っ て PTSD に よ っ て AC を説 明する こ とは 再度医

療 モ デ ル に と りこ まれ る こ とで は な い だ ろ うか ．自己

認知 を基本 とす る AC と PTSD と は 立体交差 の よ うに

重 な りなが らも異なる次元 の コ ン セ プ トで あ ろ う．

　 おわりに

　 ア ダ ル ト ・チ ル ドレ ン とい う コ ン セ プ トに つ い て で

きる だけ具体 的 に 述べ て きたつ も りで あ る．も と も と

が曖 味な，「現場の こ とば」で あっ た た め に 学問的 な

定義 づ け を超 え る こ とばで あ り，まとめ る の は 困難 で

もあ っ た．む し ろ もっ と社会的視点か ら AC と い うこ

とば は とらえ られ て もい い と考える、それは今，こ の

時期に なぜ こ の こ と ばが 人 々 に 受 け入 れられたか とい

うこ と の 分析 で あ る．そ れ に よ っ て 現代 の 家族 （特に 団

塊の 世代の 形成 した核家族）の 息苦 しさが浮か び 上が

る か も しれな い ．また親か ら子へ とい う支配 の 連鎖 を

た ど る こ と で 何 阯代 に も わ た る継承，つ ま り歴史をと

らえる 新 た な視点 を提供す る こ とに な る か も し れない ．

　筆者は AC コ ン セ プ トの 広 が りは ゆ きづ ま り で は な

く，
む しろ 社 会の よ りよ い 発展，つ まり支配 に 苦し む

人 々 が よ り少 な くなる よ うな流れ の 表れで ある と考え

て い る ，資本 家 ・労働者 とい う生 産関係 に お け る 支配

を読 み 解 い た の が マ ル キ シ ズ ム で あっ た．男性 に よ る

女性 の 支配 を読 み 解い たの が フ ェ ミニ ズ ム で あっ た ．

そ して 親 と子 と い う関係 に お ける 親の 支配 を読 み 解 い

た の が AC とい うコ ン セ プ トで あ る，家族愛 ， 親 の 愛 ，

無垢 な こ ど も時代…な どとい うこ とば とともに 隠蔽さ

れ て い た家 族 の もつ 暴力性，親 の 愛 とい う支配が AC

の 人たちの こ とば に よ っ て気づ か され る こ と に な っ た

の だ．こ の よ うに多くの こ どもは親を 支 えて 苦 しみ な

が ら育 っ の だ と い う こ と を もっ と お と な は 認知す る 必

要が あ ろ う，「生 み の 苦 し み一1 と い うこ と ば に 対資 し

て 「育ちの苦 しみ」 とい うこ とば を提唱 した い ．

　筆者 の ル ー
ツ は 家政学研 究科児童学専攻 で ある．大

学院修 了後 25 年経 っ て
， 再 び 1こ ど も」に フ ォ

ー
カ

ス を当て る ように な っ た こ と に 不思議 な感慨 をお ぼ え

て い る，こ れ も 「私 の 物語 を つ くり「自：す」 こ とに つ な

が る の で あ ろ う．
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