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　　　　　　　　　　　　　　　【要　 旨】

　本稿で は 、 日本の 精神科 ソ
ー

シ ャル ワ
ー

カ ー （PSW ） の 現状 と課 題 に つ い

て 、 援助 を受 ける精神障害者 （当事者） の 視点 に立 っ た分析 を行 っ た 。

　分析 の 際 PSW の 関 わ りの 強 い 精神病院か らの 退院支援 に限定 して 、そ の

中で も、 日本独特の 支援形 態 と もい え る 「アパ ー ト退 院 亅 支援 に着 目し、 こ

の 支援に つ い て の PSW の 関わ りに つ い て 調 べ る中で 、 次 の 3 つ の 事が 明 らか

に な っ た 。

　 1 つ 日は 、PSW が家族機能 の 「代行」 だ けで な く、家族関係 の 再生の ため

の 「仕切 り直 し」 の 役割 を果 た して い る、 とい う事で あ る 。

　2 つ 目は 、PSW は 「制度的福祉」 を利用す る が 、 時 と して そ の 枠 内で は 満

足 な当事者支援が 出来な い 場合が あ る 、 と い うこ と で ある 。

　3 つ 目は 、 k述 の 2 つ の 結果 と して 、　PSW が援助 を主体的 に行えば行 うほ

ど 、 自身の 専門領域 を越えて 「自発的福祉」 の 担 い 手 と して 「ボ ラ ン テ ィ ア

と は 言 わ な い ボラ ン テ ィア」 に な っ て い る、 と い う こ とで あ る 。

　次 に本稿 で は、 「家族」 「制度 的福祉」 fボ ラ ンテ ィ ア 」 を PSW と共 に精 神

障害 者支援に 不可 欠 な 「福祉資源」 と捉 え 、
「即興 性」

・「定常性」 軸、 「素人

性」・「専門性 1 軸の 2 つ の 軸を使 っ て 4 つ の 「福祉資源」 を分類 した。本来

こ の 4 つ は 役割 分担 し あ う関係で あ る は ずが 、 現 状で は PSW が 全 て を

「代行」 して い る こ と も明 らか に な っ た 。

　そ して 、以上 の 分析の 結果 と して 現 状で は、個 々 の PSW や 当事者の パ ー ソ

ナ リテ ィ
ー如何 に関わ りな く、 当事者は 4 つ の 福祉資源全て を

一 手 に 引 き受

け る PSW に対 して 「お 伺い を た て 」ざ る を得 な い 状況 に構造 的に 追い 込 まれ

て しま う 事が は っ き りと した 。
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1 ． 問題の 所在

（1） 日本の PSW の 現状

　 日本の 精神科 病床 は 、 諸外 国 と比 較 して 人 口比 あ た りの 病床数は極めて 多

く、 平均在院 日数は極 め て 長 い 1
。 精神病院 に入 院 中の 31 万 人 の 内、約 5 割

が 5年以上 の 長期在院者
L

（精神保健福祉研 究会 、 2002）で 、 そ の うちの 大部

分が地域で の 受 け皿 が あれば退院が 可能な 「社会的入 院」 患者で ある と言わ

れ て い る li
。 こ の 現 状に お い て 、 病院へ の 「社 会的入 院」 を防ぎ、 精神障害者

が精神病院を退院 して 地域で の 自分 らしい 生活 を営むた め の 支援 は 必要不可

欠 で あ る 。 特 に、退 院に まつ わ る様々 な支援 （退院支援） こ そ 、医 療モ デル

型支援か ら生活 モ デル 型支援へ と変わ る過渡期の 支援で あ り 、 当事者の 自己

決定 を尊重する 上 で 非常 に大切な 局面 に お け る 支援で ある 。 そ して こ の 退院

支援 に は 、 精 神保健福祉 の 領域で 活動す る ソ
ー シ ャ ル ワ ー カー （精神科 ソ

ー

シ ャ ル ワ ー カー ：以下 PSW と略す） が大 きな役割 を果 た して い る 。

　 日本 の PSW は 1948 年 に国 立国府台病院に 「社会事業婦」 とい う名称 で 置

かれ て 以来、 1965 年の 精神衛 生法改正 時に保健所に 「精神衛生相談員」 の

配 置 が 盛 り込 まれ た 頃 か ら主 に病 院 と保 健 所 に 配 置 され る よ う に な り、

1997 年に精神保健福祉士 と して 名称 独 占の 国 家資格 にな り、 そ の 数は 急増

して い る iii
。

　 こ の PSW の 役割や 専門性 につ い て の 議論は 1970年代か ら盛ん に行わ れ て

きた
t＞

。 と りわ け 1970 年代 に起 きた い わ ゆ る 「Y 問 題」
v
を契機 には じまっ

た 、 1980 年代 の ワ
ー カー の倫理 綱領や 業務指針の 策定は 、1990 年代 の 国家

資格化 を巡 る議論の 理論 的前提条件 を作 り上げた 。 国家資格化 の 議論の 中で

は 、 社会福祉士 や 医療 ソ
ー シ ャ ル ワ

ー カー と PSW の 関係性や 、仕事 の 特徴が

特に 争点に挙げ られ 、PSW が 専門職 と して 他の 職種 と分け て 国家資格化 され

るべ きか 、 ある い は社会 福祉士 と して 一 本化 され る べ き か 、に つ い て 大き な

論争が起 こ り、そ の 議論の 中で 、PSW の 専 門性 に つ い て突 っ 込 ん だ議 論 が続

け られ た
VI

。 また 、成立 した精神保健福祉士法第二 条 にお い て は 、 精神保健福

祉 士 は 「精 神 障害者の 保 健及 び福祉 に 関 する専門的知識 及 び技術 を も っ て 、

精神病院そ の 他の 医療施 設に お い て 精神障害 の 医療 を受 け、又 は精神障害者

の社会 復帰の 促 進 を 図 る こ とを 目的 とす る施設 を利用 して い る 者の 社会復帰

に関す る相談に応 じ 、 助言、指導 、 日常生活 へ の 適応 の た め に必 要な訓練そ

の 他 の 援助 を行 う こ と （以下 「相談援助」 とい う 。 ）」 と定義 され て い る 。

　そ れ 以 外 に も PSW の 援助モ デル につ い て 、谷 中（1996）や 岩田（2000 ）な ど

は主体 が援助者か 当事者か に よ っ て 区分す る 試み も行 っ て きた。

　 しか し、 これ らの 倫理綱領や業務指針 、 ある い は 国家資格化や ア プ ロ ー チ

一 68 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The International Society of Volunteer Studies in Japan

NII-Electronic Library Service

The 　工nternatlonal 　Soolety 　of 　▽ olunteer 　Studles 　ln 　Japan

ボラ ン テ ィ ア と は言 わ な いボランテ ィ ア

分類の 議論 は 、どれ も PSW （援助提供者）の 側 か らどの よ う に ある べ き か 、 を

議論 した もの で ある 。 PSW か ら実際に援助を受ける 精神障害 当事者（援助 の

受け手）の 視点 にた っ て 、 PSW の 役割や専門性、 そ の 問題点に つ い て 分析 し

た もの は 、 管見の 限 りな い 。 援助を受ける 当事者自身が 援助 を どの よ うに 感

じて い る の か、そ こ には どの よ うな構造的 問題点が 存在 して い るの か 、 とい

う事の 分析は、当事者が 地域で 自分 らし く生活 して い くための 自己 決定支援

の 際、 欠 く事 の 出来な い 大切 な 課題 で はな い だ ろ うか 。

（2） 方法と調査対象 につ い て

　そ こ で 本稿 で は、広範な PSW の 業務の 中か ら 、 病院 に 所属 す る PSW の 退

院援助に 関す る業務に 議論 を限定 し 、 ある PSW の 退院援助の 事例 を通 して 、

今 の 日本の PSW 援助の 現 状が どこ まで 当事者に と っ て の 主体性や 自己決 定 に

つ な が っ て い る の か 、 を検証す る事 を 目的 とす る 。

　具体 的 に は 、筆者が 1998 年 6 月 か ら 4 年以上 に 渡 っ て 、原則 週 に 1度 、

精 神 保健福祉全 般 を対象 と した フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク を継続 して い る京都府 A 市

の 実状 に 着目 し、A 市 にあ る単科公立精神病院 C 病院に属する PSW2 名の 中

で 、30年近 く同病院で 当事 者支援業務 を 続 け、老 人 問題 以 外の 業務 を長 年 に

わ た り
一

手に 引き受け て きた
vi1PSW

の B 氏 に焦点を当て 、 彼の 業務や 手法に

つ い て の 考察 を 、 本稿の 分 析の 手 が か りと した い
VII1

。

　A 市は京都市 の 南隣に位 置 する ベ ッ トタ ウ ンで 、人 口 19万人 の 中規模都市

で あ る 。 単科精神病 院は公立 1（340 床），民間 1（518 床）で 、合計 858 床の 精

神科 の 病床が あ る 。 また、 診療所は 2箇所 、 作業所 も 2 箇所存在す る 。PSW

は 公立病院 に 2 人 、 私立病院 に 6 人、2 つ の 診療所 に 6 人 、 作業所に 2 人、そ

れ か ら管轄 の 保健所 に 1人お り、合計で は 17 人存在す る 。 そ して 各 PSW の

仕 事 の 内容 は、 病院に 属す る PSW は主 に入 退 院支援や 、 通 院患者の 生活 相

談 、 診療所の PSW は 主にデイ ケア にお ける支援や通所者の 生活支援 、 保健所

の PSW は訪 問や 相談事業を主 に行 っ て い る 。 ま た A 市の 精神障害者 の 数は 、

日本 全体の 精神 障害者数 217 万 人か らA 市の 人 口 で 按分す る と 、 約 4000 人

で あ る 。 こ の こ とか ら、単純 計算すれば 、精神障害者 235 人 に対 して PSW1

人、 と言 う こ とが 出来 る 。

　で は、実際の 退院援助 の 現場で は 、 どの よ うな事が 行 わ れ て い る の で あ ろ

うか 。

2 ， 「アパ ー
ト退院」 へ の 援助

A 市の 17 人の PSW の 中で も、特 に B 氏の 業務に焦点 を当て たの は 、
　 B 氏
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が 退院援助の 際に 、
「アパ ー

ト退院」とい う戦略を長年展 開 し続けて きたか ら

で あ る 。

　 B 氏が C 病 院で 1980 年代 か ら実践 し続 けて きた 「アパ ー
ト退 院」 援助 と

は、病院 に長期入 院 して い る 患者の 中か ら、比較的生活能 力が あ りそ う（い わ

ゆる 「社会的入 院」 状 態）だが 、家族 の 受 け 入れ 拒否 ・ 離散 ・ 死別、 本 人の

希望等 に よ り、 家族 との 同居で は な く
一

人暮 しな ら退院 の 可能な 人を 対象に

して 、 病院の 周 りにアパ ー
トを借 りて 単身生活が 出来 る よ う に援助する 事 を

指す 。
「病院の 近 くな ら

一
人で 暮 らして も何 か と安心で き る」とい う患 者の 声

に応え る ため 、家族や 近親者が い る 場合 に は アパ ー
トの 保 証 人 と して の 承 認

を取 っ た上 で 家族か ら世帯分離 を し 、 家族 も近親 者 もい ない 場合 に は保証人

の い らな い ア パ ー トを探す か 、あ る い は 身元保証の 代行業者 に い くらか の お

金 を支払 い 、病院近 くの ア パ ー トを借 りて 生活 を始め 、そ の 生活実績 を元 に

生活保護 の 申請を と りつ け る 、 とい う手 法 を取 っ て きた 。 こ の 手 法 で 、 こ の

20 年間 に少な く見積 も っ て も 150 人 以 上 の 入 院患 者が 退院 して い っ た 。

　 こ の 「アパ ー ト退院」 に は 、 実に様 々 な障壁が 存在す る 。 A 市 には民 間病

院立 の グル ー プホー ム は 2000 年に 一 軒 出来 たが 、 そ れ ま で は グル
ー プホ

ー

ムや援護寮はお ろか 、 公営住宅 の 精神障害者優先枠す らなか っ た 。 そ の 状況

で 病 院 付 近 で
一

人 暮 ら しをす る に は、頼 りとな る の は 民間 ア パ ー トだ けで あ

る 。だが ま ず 「生活 保護費 の 範囲 内（A 市な ら41，500 円以 内）」 で 「病院か ら

の 距 離が遠 くな い」 な どの 条件で アパ ー トを 探 さな けれ ばな らな い 。 見 つ

か っ た ら、次 にそ の ア パ ー ト入居の 際 保証人 を 見つ けだ し、敷金礼金な ど

の 保証金 も用意 しなければな らない
。 また 、 引っ 越 しの 段取 り（家具 の 手配 、

電気 ・水道 ・ガ ス な どの 手続 き）や 生活保護書類や住 民票移転な どの 公的書類

の 記 入 もあ る 。

　 こ れ らの 煩雑さは 、 引 っ 越 しの 際に 誰もが 経験する 事で ある が 、 病院に 何

十年 も入 院 して い た 人、精神障害が比 較的重 い 人 に とっ て は、
一

人 で 完遂 す

る 事 には大変な 努力を伴 う。 そ の 際 PSW が援助す る 事 になる の だが 、 こ の

援助は 各 PSW の 力量如何で 大き く変 わ る 性質 の もの で あ る 。

　例えば 当事者の 要望 を満 たす アパ ー ト自体 、そ うた く さん あ るわ け では な

い 。 また見つ か っ た場合で も 、 精神障害者だ とわ かれ ばそ れ とな く契約 を拒

否す る大家も少な か らずい る とい う。そ の よ うな状況 の 中で 、大量 の 入 院患

者 を 退院 させ 、地域 で の 生 活 を継続 させ る た め に、 B 氏は 様々 な取 り組 み を

して きた 。

　水漏れ や 騒音な どの 苦情 が あ っ た らす ぐに駆 けつ け て 、す ぐさ ま対応 をす

る 。 家賃 を 大家 の と こ ろ へ 自分で 払 い に行けな い 人が い た ら 、 本人 の 代わ り
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に 払 い に行 く。 こ の よ うな きめ細か い 対 応 が 、 B 氏独特の ネ ッ トワ ー
ク を 築

い て い く。

　 「様々 な積 み 重ね の 中で 僕の 『顔』が効 くア パ ー トが い くつ か ある 。 僕 に任

せ て お けば 大 丈夫 だ、と 。 患者 さ ん と大家 さん の 関 係、とい うよ り、僕 と大

家 さん の 関係で 、重 い 患者 さん で も お 願 い で き る場合 もあ る 。 最 近で は、空

きが 出来 た ら向 こ うか ら声 をか けて くれ る 場合 も ある 。 」（B 氏 へ の 聞 き取 り

よ り）

3 ． 家族 の 「仕切 り直 し」

　で は、そ もそ もなぜ 当事者はPSW に 様々 な仕事を頼まな けれ ばな らな い の

で あろ うか ？ こ の 疑問 につ いて は 、当事者の 側か らは 、 様 々 な 、 しか も切実

な理 由が返 っ て くる。

　 「手帳や年 金な どの 制度や グル ープホー ム の 制度な ど を 知 らな い」 「や り方

が わか らな い ；「一 人 で い る と不 安 に な っ て くる し、PSW だ っ た ら悩み や 話

を聞 い て くれ るか ら」 「書類を 書 くの に エ ネル ギー
が い る」 「病状 によ る 。 病

状 が重 い 状態や っ た ら
一

人で 全部や っ て い た ら 、 よ け い ひ ど くな る し、最後

ま で
・
人 で で きひ ん とき もある」「これ をや っ て あれ をや っ て 、 と次々 と予定

を こ なせ な い 。 つ の 事を終え るだけで 疲れ 切 っ て しま う。 」 （当事 者 か らの

聞き取 りよ り）

　精神障害者 の 多 くが 、 10 代後
’

トか ら 20 代 前半の 青年期 に発病す る 。 こ の

青年期は 、精神 障害 を持つ ・持 た な い に関 わ らず 、 家族 か ら独立 して 自分

ら し い 自 己決 定 を す る た め の 様 々 な 試行錯 誤 を始め る時期 で あ る 。 だが 、

青年期 に 発病 した 精神 障害者 の 多 くは 、こ の 試行錯誤 の 機 会 を奪 わ れ る 事

に な る
1X

。

　そ ん な 当事者に対す る家族の 対応 は様々 だ。例 えば配偶 者が発病 した場合

な ら 、 離婚をす る 事 に よ っ て 関わ りを断つ 家族 も い る 。 離婚 とい う手段が 使

え ない 場合（親 ・兄弟姉妹）で あ っ て も 、 縁 を切 る、とい う形で 「逃げる 」 家族

も存在す る 。 そ うで な くて も、や ん わ り と家族 を継続す る 事 を拒否す る 家族

もい る．「病院か ら外泊 の 許可 を も ら っ て 田舎 に 帰 っ て も 、

’応 ごちそ うを 出

して も ら っ た りの 歓迎 を して も らえ るん だけ ど、 『こ こ で 働 く手伝い を した

い 』、 と言 う と、 Fも うい い 』 と 兄弟 か ら言わ れ 、次 の 日に は 『病院 に 帰 っ た

方が い い 』 と電 車の 駅 まで 送 り届 け られ た 。 そ の 後、家 に 何度電話を か けて

も 『よ う面 倒み い ひ ん。そ っ ち（＝ 病院）で う ま くや っ て くれ』 と言わ れ るばか

りだ 。 」（当事 者か らの 聞き取 り）

　そ の
一

方 で 、 家族 で あ る こ とを 「逃げない 」 親 も確か に多 く存在す る 。
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親離れ する以前 の 青年期 に発病 した 精神病者 を抱え る家族 の 中に は、「この 子

は 半人前だか ら」 「世間に 迷惑をか けて い るか ら」 「発病 した の は私の せ い だ

か ら」 と時 に は 過剰な ほ ど当事者の 世話 に介入 する場合 もあ る 。 年金 や 生活

保 護 の 申請な どは勿論 の 事、 小遣 い の 管理や 身だ しな み と い っ た 事 に まで

「病気だか ら」と介入 し続 ける事で 当事者か ら試行錯誤 の 機会を 奪 い 、い つ ま

で た っ て も子 離れ の 出来な い 親 さえ い る。 彼 らの 中には、 「自分が死 んで し

ま っ た 後の 事が 心 配で 」財産をた くさん 残そ うとす る も の もい る が 、試行錯

誤 の 機会 を奪われ た 当事者 には金銭管理 が 出来ず、親戚に遺産を奪わ れ る も

の もい る。 また 、世話す る家族の 側 が長年の 世話 に 耐えか ね た り、高齢や 病

気 にな っ た り、あ る い は 自分が い な くな っ た 後の 前途 を悲観 して 、精 神障害

を も つ 家族 に 精神病 院へ の 社会的 入 院を勧 め た り、あ る い は そ うせ ざる を得

な い 状況 に 追 い 込む場合す らある 。

　病状が 軽 い 、 ある い は 生活 能 力が 十分備わ っ て い る 当事者の 中 に は、家族

か ら離れ て 自立生活 を送る も の もい る 。 だが 、 これ まで 多 くの精神障害者 の

家族 に は 、本人 を 「引き 受け る」 か 「病 院に 預 け る 」 か 、 の ど ち らか を選ぶ

しか選択肢は用意 され て い なか っ た 。 こ の 二 者択 一 は 「日本型福祉」 制度が

生み 出 した 日本独特 の 問題で あ る の だが 、そ の どち らを選ぶ に しろ 、選択す

る 家族 に と っ て は、追 い つ め られた 末 の ギ リギ リの 選択で あ っ た 。

　 「PSW の や っ て い る 事 と言えば 、結局 は 『家族 の 代行』 な ん だよね 。 家族

の 手に負え な い 患者さん の 金銭管理や 保護 申請 を、家族 の 代わ りす る。基本

的 には家族がす る こ とだけ ど、手に負 えな い か らこ っ ち に回 っ て くる。家族

と同居 して い て うま く行 く人 には こ ち らは介入 しな い 。ア パ ー トで
一

人暮ら

し を す る 人 の 中に も、 結局 は 家 族 と同居 して い て は う ま く い か な くて 、

い っ た ん 家族 と の 関係 を距 離を と っ て 整理 す る た め に 引き 離す 場合も あ

る 。 」 （B 氏 へ の 聞 き取 りよ り）

　急性期の 状態 を越え 、 入 院せ ず と も障害と共に 生き る 事が可能な 当事者が

退院 して 地 域 で 暮 らす た め に は 、 様 々 な試行錯誤 の 機会が必 須 で あ る 。 だが 、

「引 き受けた家族」 や 、 「預け られ た病院」 に 様 々 な手続 きや 日常生 活の 営 み

の 多 くをゆだね て い る（依存 して い る）場合、 その 依存先か ら当事者 を引き離

し、 自分で 試行錯誤 出来 る よ う に援助す る の も また 、 PSW の 大 き な 役割 に

な っ て くる 。 そ の 際、PSW が病 院や家族 の 単 に代行を して い るな らば 、 当事

者に と っ て は依存先が 病院や家族か らPSW に代わ るだけで 、 試 行 錯誤 の 機会

が奪 わ れ た まま の 事態が 継 続する こ とに は変わ りな い 。

　「患者 さん を抱えた家族 自体 が大変 だか ら、まずは家族の 荷 をち ょ っ とで も

降ろ して あげた い 。 そ して 、家族 と患者 さん を
一

旦 引き離 して 、 お 互 い に 自
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立 して も らい 、新 たな 関係性 の 再 生 を 目指す 。 単 に 家族関係 を切 る だ け じ ゃ

な い 。 代 行だけで もな い 。僕等の 仕 事は 家族関係の 『仕切 り直し』 か も しれ

な い 。 」（B 氏へ の 聞き取 りよ り）

　 「仕切 り直し」の 言葉 に B 氏が 込めて い る 意味合 い は実 に 多層的で ある 。 家

族 の 抱え込み 、ある い は病院へ の 全面依存 の 状態 を越 えて 、 当事者 と家族の

間の 、「お 世話す る ・され る」 とい う義務的つ な が りを解体す る 。 両 者の 間に

あ る憎 しみ や敵意（「人生を棒 に 振 っ た」 「あ の 子 さえ い な ければ」 「見捨 て ら

れ た」 「迷惑 をか けた」
…　 ）も一 度解体す る 。 そ の 上 で 、依存 も複雑 な感情

も抜き に して 、家族 関係を再構成 し直す 。 こ の よ うな戦略が 「仕切 り直 し」の

背後 に 存在する の だ 。 実際 B 氏 は前述の 「アパ ー ト退院」 とい う手段によ っ

て 、 この 戦略を見事 に 結実 させ て 来た 。

4 ． 「制度的福祉」 を越え て

　 前 章 で 見 た 「ア パ ー ト退院」の 際、B 氏は 「仕切 り直 し」 をす るた め に様 々

な社会資源 を活用 して きた 。
こ の 社会資源 につ い て 平野（2001 ）は、福祉 の 分

野 に お い て は 「『サ
ー

ビス 』 を生 み 出す 『ヒ ト』 にお け る 専門性が 、サ
ー ビス

の 質 に大 き く影 響す る」 と い う意味で 他 の 分野 と異 な っ た意 味合 い を持 つ

「福祉資源」 と呼 ん で い る 。 そ して 「福 祉 資 源 亅を 「制度 的福祉」 と 「自発的

福祉」 の 二 つ に分 けて、 以下 の よ うに説明 して い る 。

　 「『制度的福祉』 には 、 法律や制度 によっ て 提供 されて い る 『福祉資源』 が

含 まれ 、 日本の 現 状 で言 えば 『福祉 6法』 に よ っ て 提供 され て い る福祉資源

は そ の 代表的な もの で あ る 。 こ れ に対 して 法律や制度 に よ らない 民 間の 自発

的な 福祉活動 に よ り提供 され る資源が 『自発的福祉』 を担 うも の で あ る 。 歴

史 的 にみ る と、 問題 の 発生 に 対 して 制度 的 な対応 が 遅 れ て くる な か 、当事者

の グル ー プや ボ ラ ンテ ィ アの 団体な どが 自発的な運動や 活動と して 、福祉資

源 を つ く りだす と い うなか で そ の 解決が 取 り組 まれ て きた 。 」
X

　精神保健福祉 の 分野 で 「制度的福祉」と して は 、 市町村役場や福祉事務所、

小規模授産施 設、精神障害者生活 支援セ ン タ
ー

な どが 挙げ られ る 。

一方 、
「自

発 的福祉」 と して 挙げ られ る の は 、 例 えば精 神障害 当事者 の 会 （全国 精神 障

害者団体連合会な ど）、家族会 （全国精 神障害者家族会連合会な ど）、権利擁

護団体 （精神医 療人権セ ン タ ー な ど）、精神保健福祉分野 の 各種 ボラ ン テ ィ ア

サ ー クル ・団体 な どが あげ られ る 。 また、無認可共同作業所 も 、 補 助は受 け

て い る が 法外施 設 と い う意 味で は 「自発的福祉」 と い う側面 が大 き い 。そ し

て PSW は 「精 神 保健 福祉士」と い う国 家資格 と して 制度的福祉 の 一
端 を担 う

一
方 、 直接援助の 際 には 「制度的福祉」 や 「自発的福祉」 を利用す る立場で
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あ り 、 また 間接援助にお い て は 「自発的福祉」 を育て 、 福祉資源全体 の ネ ッ

トワ ー
ク化 を組織化 するネ ッ トワ

ー
ク ・コ ンサル タ ン トで あ り

xi

、 福祉資源の

開発 ・普及 ・改善を促 進す る機能 を 内在 させ て い る 「福祉 資源の 容器」 を運

営する 存在 xii
、 と さ れ て い る 。 つ ま り、　 PSW は、制度的福祉 で もな い 自発的

福祉で もな い 、 第三 の 立場 に も属 して い る 、 と考え られ て い る 。

　だが現実 にはPSW が コ ンサル タ ン トや第三 の 立場の 枠か らはみ 出て い る場

合 も ある 。 育て るだ けの 「自発 的福祉」 がない 場合 、 ある い は 本来な ら 「制

度的福祉」 で解決す べ き課題な の だが既存の 制度が まだ な く、
「自発的福祉」

が育つ まで 待 っ て い られ な い ほ どの 火 急な ニ ー ズが あ る場合、PSW が コ ンサ

ル タン トとい う一歩 引い た 第 三者的立場で はな く、「自発 的福祉」の
一一・

資源 と

して 機 能す る こ と もある 。

5． 「ボ ラ ンテ ィ ア」 的な 支援

（1） 「ボラ ンテ ィ ア とは言 わ な い ボラ ン テ ィ ア 」

　 「アパ ー ト退院」 を支援す る際 におい て も、時 と して PSW は 福祉資源 を活

用す る 立 場や コ ンサ ル タ ン トの 役割 を越 えた働 き をする こ と もあ る 。

　例 えば B 氏は 、 当事者が退 院 して アパ ー トで
一

人暮 らしをする 際、 こ の 人

な らち ゃ ん とや っ て い ける ・返 して くれ る と い う直感 が働 き 、 なお か つ 家族

がそ の 出費を拒否 する場合 は、引 っ 越 しの 最初 の 費用な どを個 人の ポケ ッ ト

マ ネー
か ら貸す事 もあ る 、 とい う 。

　 「患者 さん は 最初 の 元 手が なか っ た ら退院で きな い もの 」

　 こ の B 氏 の 発言の 裏に ある の は 、 病 院退院 を契機に 年金 と生活保護 を元手

に
一

人暮 らし を始め よ う とす る 場合、 生活 保護 費は 「現住 所」 が 定 ま っ て

1ヶ 月た た な い と拠 出 され な い 、とい う生 活保護 費支給 上 の 慣 習で あ る 。引

越資金す ら現住所が定ま っ て 1ヶ 月たた な い と出な い こ の制度下で は、肉親 と

の 同居 や 援助 を受 け な い（受 け られな い ）場 合、 自分 自身 に蓄 えが無 か っ た ら、

病院を退院して も行き場所す らない の だ 。 こ の 「元手の 無さ」の 為に病院に社

会的入 院を続 ける 当事者 も少なか らずい るが 、 彼 らの 窮状を救 うた め の 公的な

援助 （「制度的福祉」 に 基づ く施策）はA 市に はな い 。 そ こで 、 B 氏は 、 当事

者の 親類か らの 援助 に 頼れ な い 場合、自分の 「顔 が 効 くア パ ー トに お願い し

て 「この 人は生活保護だか ら、
一

ヶ 月後 にはお 金を払 うの で 待 っ て 欲 しい 」と

頼む、あ る い は 前述 の よ うに 時 と して 自らの ポケ ッ トマ ネ ーで 貸 し付け る 、と

い う新た な選択肢 （「自発的福祉」）を 自 ら作 り出 して きた の で あ る 。

　現行の 制度が硬直的な と き 、 そ れ に 対応 で きず に 落 ちこぼ れ て し ま う当事

者 を救済す る た め に 、 B 氏 の よ うなPSW が 時に は 自ら選択肢 を 作 り出すほ ど
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に柔軟に 対応す る 。組織 的なバ ッ ク ア ッ プがな い 現 状 にお い て 選択肢 を作 ろ

うとすれ ば、 自ず と専門家役割 を越え た 「個人 の 力量（＝ 『実 力』）」 が 大き く

もの をい う。そ の 際の 「個 人 の 力量（＝ 『実力』）」 に は、渥美（2001 ）が指摘す

るボ ラ ンテ ィ ア にお け る 「実力」 と 通 底す る 部分が ある 。

　「ボラン テ ィア に求め られ るの は 、 活 動分野 に関 する専門知識 も さる こ とな

が ら、既存の シス テ ム に 内在する 論理 に拘 束さ れ ず 、 柔軟 に 想像 力を働 かせ

て 臨機応 変 に 対 応 して い く と い う 『実力』 で は な か ろ うか 。 ！
X’］1

　PSW は 勿論 ボ ラ ン テ ィ ア で は な く、専門職で あ る 。だ が 、状態が 悪 くて し

ん ど い 思 い を して い る 利用者を 自分 の 家 に泊め る。24 時間利用者が 相談で き

る よ う に個 人 の 携帯電話 の 番号 を教え る 。 行 き場 の な い 精神 障害者の 為 に、

病院の PSW を辞め て 作業所や グル
ー プホ

ー
ム を作 り、自らの 退職金 もそ こ に

つ ぎ込 む …
。 こ の よ うな就 業時 間や 就業規則 とい う 「シ ス テ ム に 内在す る

論理 」 を越 え て 、 自身 の 時 間や お 金をつ ぎ込 んで の 、
「ボ ラ ン テ ィ ア的」 な

『実 力』 行使 に及ぷ PSW は、　 B 氏以外 に も 日本 の 各地 に少な か らぬ数で 存在

して い る 。

　 「『防災とは言わ な い 防災』と い う フ レー ズ（○○ とは言わ な い ○○）に は、現

代社会 に特徴 的な現 象を垣 間 見 る こ とが で き る 。 すな わ ち 、
『地 域 防 災』 とい

う 日標 を 最初か ら直接的 に 与え られ る の で は な く、何 らか の 活動の 結果 と し

て 、 い わ ば、 後づ け的 に 『地域防災』 とい う 目的を同定する 。 」
xlv

　PSW が、 自身の 「専 門知識」 や 「既 存 の シ ス テ ム に 内在す る 論 理」 を

「柔 軟」 か つ 「臨機応変」 に活用 して い っ て も、目の 前の 当事者の 苦境 を救 う

事が 出来な い 。 だか ら 、 個 人 の 時間や お 金 を持 ち出 して 「実力」行使 に及ぶ 。

こ の 行 為は 、 後 づ け 的 に 「ボ ラ ン テ ィ ア を す る ！ と い う 目的 を 同定 して

い る と は言 えな い だ ろ うか 。
つ ま り、 PSW が 当事 者 の 為 に積 極 的 な援助

（＝ 「実 力」 行 使）す れ ば す る ほ ど、PSW が 「ボ ラ ン テ ィ ア と は 言わ な い

ボ ラ ン テ ィ ア」 に な っ て い く、 とは言 えな い だろ うか 。

（2）即 興の 問題

　 「災害救援の 現場 で は 、 何が 適切な活動で 、 何が 不適切な活 動か、とい っ た

こ とが 時 々 刻々 と変化 す る 。 そ の よ う な場 で 、 人 々 は ま さ に ジ ャ ズの よ うな

『即興』 を演 じて い る 。ただ し、 こ こ で は 日本語の 『即興』 とい う 言葉か ら連

想 され が ち な 『場 当た り』 とか 『思い つ き』 に よ る 災害救援 を述べ よ うとす

る の で は な い 。 即 興 とは、安定 した規 範が
一

時的 にせ よ 遠の い た とき に、そ

の 場そ の 場の 状況 に応 じて 、人々 が
一

時的な規 範を生成 ・更新 し続 け る過程

で あ る 。 」
xv
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　 こ の 渥美の 論考 に おける 「災害救援」 とい う言葉 を 「PSW の 援助」 と変 え

て 読 み直 して み る と ど うだ ろ う。

　 「困っ て い る人が い た ら、 そ の 人の ため に ど うすれば い い か 、を僕は考 え る

だけ」 「も とも と 『ア パ ー ト退院』 とい う理念が あ っ た 訳で はな い 。 目の 前 に

い る 患 者さん につ い て 『こ の 人 た ち を どうす る の ？』とい う問か ら始 ま っ た 。

で、実際に退院援助を して み て 、
『ああ 、 こ の 患者 さん で もや れ るや ん』 と気

付 く 。 する と、似た ケ
ー

ス で も援助 で き る よ うに な っ て くる」（B 氏 へ の 聞き

取 りよ り）

　渥美 と B 氏の 発言 に は、大 きな 共通点が あ る 。 そ れ は 「そ の 場 の 状 況 に応

じて 、
一

時的な 規範を生 成 ・更新 し続 け る」 とい う 「即興」の 過程で ある 。 渥

美が 比 喩で 用 い る ジ ャ ズの 例で い うな らば 、 PSW の 援助 におい て も、 被援助

者の 属性や 社会的状況 に応 じて 演奏（＝ 援助）を臨機応変 に行 っ て い る 。

　 一 方 、 こ の 臨機応変 な 「即興」 は 当事者 に と っ て は時 と して 苦痛 の 種 と

な る 。 自分 の 人生 を 自分で コ ン トロ
ール で きず、他人の 支援 を待つ しか な い 、

とい う状態 は 当事者 に とっ て は辛 い もの で あ る 。 そ ん な 中で 、病気を抱 えな

が らも地域 で 自分 ら しく生きる ための 手助けを して くれ る はずの 援助担 当者

が 、偶 然 「実 力 」 を持 っ て い るか い な い か、 で 援助の 内容 （「即 興」 の 中身）

が 変わ り、 しか も担当者が変われば 同 じだけの 「即興」 が提供 され る か ど う

か わ か らな い 。

　そ の 人 に 合わせ た 「即興」的支援は大切 な の だが 、
…

方で どの PSW が行 っ

て も一定 レベ ル 以 上 の 支援 が必 ず受 け られ る 、 と い う意味で の 質 と継続性 の

担保 （つ ま り、 「安定 した 規 範」 と して の 「PSW 援 助」）は 必要不 可欠な要素

とな っ て い る 。 だが、 現状 で は 、 個 人 の 「力量」 に 左右され る状態が 多 い 。

　つ ま り 「ボ ラ ンテ ィ ア」的な支援が PSW 援助の 中心 とな る現状で は 、 当事

者の 側か らは、支援を受けな けれ ば な らな い 、とい う不安だけで な く、「事態

の 成 り行 きが 偶然性 に 左右 され る 事 に対す る 不安」 と 「行為の 継続性 に 関す

る 不 安」 の 二 重の 不安 を も背負わ され る事 にな る の だ 。

6 ． 福祉資源 と して の PSW

　これ まで の 分析を整理する と 、 PSW の支援の 問題は、主 に次の 3つ の 要 素

との 関わ り方 の 中で考 える こ とが 出来 る 。 第一 に 3 章で 分析 した 「家族」 と

の 関わ り、 第 2 に 4 章で 区別 した 「制度 的福祉」 との 関わ り、 そ して 第 3 に

5 章で 分析 した 「自発 的福祉」 と して の 「ボ ラ ンテ ィ ア」 との 区別 に つ い て

で あ る 。

’

　こ の PSW と 3 つ の 「要 素」 に つ い て考 察す る た め に、　 PSW も含め た 4 つ
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の 要素 を精 神 障害者支援 に 不 可欠な 「福祉 資源」と捉 え、前述の 「即 興性」と 、

そ れ に対 す る 「定常性」、 そ して 「専門性」 とそ れ に 対す る 「素人性」 で 4 つ

の 分類に 分 けて み る と、 ど うな る だろ うか．

　まず、 「家族 j とは 「素人」 で あ りなが らも 、
「定常的」 に 当事者 と 関わ り

を持 ち続 ける 存在だ 。 ボラ ン テ ィ ア は 、渥美の 指摘 に もある よ うに 「即興性」

と 「素人性」 が そ の 最大の 武 器で あ る 。
「制度 的福祉」 は 「定常 的」 か つ 「専

「

門性」を も っ た 存在で
　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　専門性
あ る 。す る と 「即興 性」

と 「専門性」 を持つ 存

在だ けが こ の 3要 素に

は 当て は ま らな い が 、

こ れ ま で の 分 析 の 中

か らも こ の 分野 こ そ 、

本来 制 度 的福 祉 の
一

員で も ある が、様 々 な

福祉資源 を活用 し、コ

ン サ ル タ ン トの 役割

も果た す PSW の 仕事

と して は
一

番 大切 な

分 野 で あ る こ と は 明

らかだ 。 （図 1参照）

　 だが 、

即 興性

素人性

定常性

図 1 精神障害者支援にお ける福祉資源の 分類

　　　　こ こで 問題 な の は、 分類上 で は 「即 興 性」 と 「専 門性」 が 重なる領

域以外 は他の 要素が 対応 す る はずな の に、現 実 に はそ うな っ て い な い 、 と い

う事で あ る 。 追い つ め られ た 家族 関係 の 「仕切 り直 し」 の 為 に は、PSW が家

族 の 「代行 」 業 をせ ざ る を得な い 。
「制度 的福祉」 を利用す る だけで は PSW

は 当事者 の 求め る ニ ー ズ を十分 に満 た しきれ な い 。す る と 当事 者 の 支援 を充

実 しよ う とすれ ばす る ほ ど、PSW が 「家族 1機能と他の 「制度的福祉」機能

の 代替 機能 を果た さな ければ な らな い た め、自ず と 自身の 業務 範 囲や 業務時

間で こ な しき る こ とが 出来ず 、
「個 人 の 力量」の 高い 人 ほ ど 「ボ ランテ ィア と

言 わ な い ボ ラ ン テ ィ ア」 と して 動か ざる を得 な い 状態 に おか れ る の だ 。

　 こ の よ うに 、 本来 の 業務 を越 え て 、専門 ・素人、定常 ・
即興 の 軸で 分類で

き る 4つ の 範疇 を 全て PSW が 一 手 に こな す こ とを、当事者の側 は どう見て い

る の で あ ろ うか。

　まず PSW と 「家族」 は 、 「即興性 t かつ 「専門性」 を持つ 前者 と 「定常性」

かつ 「素人性」 を持 つ 後者で は 、 本来性格が 全 く異な る 存在で あ り 、 前者が

一 77 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The International Society of Volunteer Studies in Japan

NII-Electronic Library Service

The 　工nternatlonal 　Soolety 　of 　▽ olunteer 　Studles 　ln 　Japan

竹　端　 　 　寛

後者と同 じ機能 を果 たす こ とは理論上不可能な はずで ある 。 だが、当事者 に

して み れば 、
「家族」 に頼 りた くて も頼 る こ とが 出来ず に 「仕方な く」 「最後

の 砦 と して 」PSW に 「代行」 を求め る の で あ り、そ の 際 「家族」機能の 特性

の 大部分（例 えば 「愛情」な ど）を犠牲 に して で も と にか く最低限 の 援助が 欲 し

い 、 とい うギ リギ リの 選択 を強 い られ る 事 に なる 。

　次 に PSW と 「制度的福祉」 は 、 互 い に 博 門性」 を持 ちなが らも、 前者は

「即興性」 を持 ち、後者 は 「定常性」 を持 つ 。 本来後者の 支援が し っ か り して

い れ ば 、 前者は後者の 支援の 補完を した り、 後者の 支援 と当事者の ニ ー ズと

の 間 の 隔 た りを調 整 す るオ ンブズ マ ン 的役 割 を果 たす こ とが 出来 る の だが 、

後者 の支援が あ ま りに も希薄な 現状 に お い て は 、PSW の 援助は ます ます 「即

興的」 に傾かざる を得ず 、 当事者が求 め る 「安定 した規範」 と して の PSW 援

助 は い つ まで た っ て も構築 され な い 。

　最後 に PSW と 「ボ ラン テ ィ ア」 は、 「即興性」 とい う部分で は 同 じだが 、

前者が 「専門性」 を持つ の に対 して後 者は 「素人性」が 武 器だ 。 だが 、
「家族」

や 「制度的福祉 」 の 代行 と して の 「実力行 使」 にお い て は 、
「即興 性」 は 「専

門性」 の 枠 を越え 、 大 き く 「素人性」 に 傾 く事 に なる 。 災害救援 の よ うな一

過性の 場面で は 「専門職 ボラ ン テ ィ ア」 が 様々 に 活躍 して きた が、 当事者支

援 とい う 「定常」 的側 面 も強い 分野で は、 「個 人の 力量1 に頼 る 「素人」 的援

助 （「偶然」 で 「行 為の 継続性」 の 保障が な い 支援）が 中心 で は 、 当事者が地

域 で 安心 して 暮 らす こ とか らは ほ ど遠い 状況 で ある 。

　つ ま り、 PSW が 3つ の 要素を
一 手に 代行 して い る現 状で は、当事者 に と っ

て PSW は 絶対的権 威 を も っ た存在 で あ り、 また 現状で は どれ ほ ど個 々 の

PSW が親 身にな っ て も、当事者の 望 みは 十分叶え られ な い 、と い う構造的問

題 を持 っ て い る 、 とま とめ られ るだ ろ う 。

　で は、こ の 構造 的問題 が、PSW と当事者の 関係 に どの よ うな影響 を及ぼ し

て い るの だ ろ うか 。

7 ． 「お伺 い をたて る」

　 「病院 に い る とき と、病院以外 の とき と 、 同じ顔を して い るわ け で はな い 。

病院で はや っ ぱ り 『よい 患者』 を演 じて い る。」（当事者か らの 聞 き取 りよ り）

　 「彼はそ の 昔は 相談室 にべ っ た りだっ たが 、

一時期色 々 と個 人的な 問題を抱

え て 、こ の 相談室 か ら意識 的 に 遠 ざ か っ て い た 。 そ れ が 、最近や っ ぱ り病

院や 相談室 に も頼 らな い と生 きて い けな い 、とい う事 を よ うや く納得で き

て 、今で は再 び相談 室 に や っ て くる よ うに な っ た 。 」（あ る 当事者の 事 を語 る

B 氏の 発言よ り）
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　 「日本で は 、『お伺 い を た て る』 とい う卑屈な 役割関係を踏まな けれ ば生 き

て い き に くい 医療 との 関係 を呪 う人 もい れ ば、逆 にそ の 支配 力に依存 し保護

され る 事を求め続 ける 人 も い る」 （山本、 1993 ）

　PSW にな ん とか援助を して も らい た くて 「よ い 患者」 を 「演 じ」 て 「お伺

い をたて る」。 あ るい は 、 そ の 「お伺い をたて る 」 こ と が 認 め られ ず 、 ある い

は な ん とか 自分 で や っ て み た くて 、 PSW の 元 を意識 的に 離れ る 。 また 、 こ の

「お伺 い をた て る」 事 を 「呪 う」 人 も、反対 にそ の 「支配 力」 に 「依存」 と 「保

護」 を求め る 人 もい る 。 いずれ に して も 「お 伺い をた て る」 とい う事が、 当

事者 と PSW との 関係の 中で 、大切 なキ ー ワ ー ドに な っ て い る こ とは確か だ。

で は、 なぜ 当事者が PSW に 「お伺 い をた て る」 必 要が あ るの か 。

　理 由の
…

つ に PSW の 絶対 数 の 少 な さが あげ られ る 。 例 えばA 市で は 、 235

人 の 当事者に 1人 の PSW 、とい う理 論上 の 数値ほ どで はな い に しろ、フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク の 現場で は 各PSW が 数 i汰 以 上 の 当事者を
一手 に 引き受 けて い る

現実 に突 き 当た る。

　「例年同様、 目ま ぐる しい 程忙 しい 年度で あ っ た 。
『極限状態 に置かれ て い

る』 と言え ば 、 大 袈 裟で あ ろ うか 。 こ の よ うな 状態 が 続 くの か と思 う と気が

滅入 りそ うで あ る 。 」（病院総括に B 氏が寄せ た文章よ り）

　そ の 実情 の 中で 、 気 が滅 入 るの は PSW だけで は な い 。 む しろお願 い を しよ

う とす る 当事者の 方 が 、担 当する PSW が 忙 しそ う に して い る 事実を 知れ ば 知

る ほど、 頼み たい とい う願 い と 、 で も待たな ければ い けない 、 自分 の 思 い 通

りに進 まな い とい う現実の 間で 引き裂かれ て 気が滅入 っ て しま うの で はな い

だ ろ うか 。 そ して こ うい っ た気兼ね や気 の 滅入 りは 、自分 自身を卑屈 に させ 、

「お伺 い をたて る」 条件 とな っ て しま うの だ 。

　理 由 の 二 つ 目 に は 、 PSW の 構造 的 な 「偶然 性」 と 「行 為 の 非継 続 性」 の 問

題があ る 。 援助 を して くれ る PSW の 行為が 「偶然」 の 行為で あ り、 今 の 行為

が永続す る保 障が な い 、 とい う不安定な状態の 中で は 、当事 者の 求 め る 要求

水準は、 自ずか ら低 い もの にな らざる を得な い の で はな い だろうか 。

　三 つ 目の 理 由 と して 、 北野（1993 ）が指摘す る 援助 にお け る権 力関係の 問題

が考 え られ る 。

　「こ れ まで の ヒ ュ
ー マ ン サ

ー ビス の 供給者 （行政 ・専 門家等）と受給者 （患

者 ・
ク ライ エ ン ト） との 間 には 、

一 方的に コ ン トロ
ー

ルす る側 （主 体）と コ

ン トロ ール され る 側 （受手） と い う関係が 存在 して きた」
xv 「

　援助 内容が 「偶然」で か つ 「非継続」 と い う状態は 、 援助内容 を PSW 側 が

コ ン トロ
ー

ル して い る事 を意 味す る。そ の 際、当事者は PSW と対等 に 向き合

うこ とが出来 る どこ ろか 、 提供され る援助が求め る 水準通 りの もの か どうか
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は 二 の 次 で、最低 限の 支援 を獲得す る た め の 保身術 と して 「お 伺い をた て る 」

事に な っ て は い な い だろ うか 。

　 「とに か く患者 に限 らず 、 す べ て にお い て ゆ っ く り話 を して い る暇が な い 。

む し ろ話 を途中で 切 っ た り、 だい ぶ 待っ て 貰 っ た り落ち 着い て仕事が で きな

い 状態が続 い て い る 。 そ の 分患者サ
ー ビス が低下 して い る 。 」（病院総括に B 氏

が 寄せ た 文章よ り）

　 「極 限状態 に置 かれ る」 ほ ど仕事 にせ き立て られ 、
「患者サー ビス」 の 「低

下」 とい う深 刻な問題 を前に して 、PSW に 出来 る 唯
一

の事 は 自らの 「実 力」

を更 に高め て サ
ー ビ ス 低 ドを くい止 め る こ とだ。 しか し、そ の 低下 を くい 止

め るた め の 「実 力行使」をす ればす る ほ ど 、 当事者の 不安要素が 増幅され 、 意

図せ ざ る結果 と して 「お伺 い をたて る」 とい う構 図が確 立さ れ て くる 。 こ の

問題は 、 個 々 の PSW や 当事者 の パ ー
ソ ナ リテ ィ

ー
の 問題で は な く、 日本の 精

神保健福祉 の 、ひ い て は 日本 の 福祉政策全体 に 関わ る 制度 的福祉 の 貧困が 引

き起 こ す悲劇 と捉え な けれ ばな らな い 。こ の よ うなPSW と当事者 との 悲劇 的

関係 を改善す るた め には、PSW の 絶対数や 当事者が 利用可能な福祉資源の 絶

対 数の 増加 は 勿 論の こ と、両 者の コ ン トロ
ー

ル す る側 ・され る側 とい う権 力

関係 を 解 消 し 、 当事 者 が 自分 の 必 要 とす る 援助 を 決 め る 主 体 と な る

（consumer −contrQl ）ため の 支援 を行 え る よ うに 、 PSW 側 は援助の アプ ロ
ー

チ

も変えて い か な ければな らない の で は ない だ ろ うか 。

　 「僕が や らな くて も、他 の 人 が や っ て くれ た らそ れ で い い 。 僕 とい う存在が

必 要な くな る こ とが 自己 目的だ 。 」と B 氏は語 る が 、そ の 目的は現状 で は不可

能に近 い こ とを 、 他 の 誰な らぬ B 氏 自身が
一 番痛感 して い る 。

8 ． おわ りに
一ま とめ にかえて

　本稿 を通 して 、 本来 PSW は数 ある 福祉資源の 中の
一

つ に す ぎな い の だが、

他 の資源 （特 に 他の 制度的福祉）の 不足 の 為に 、PSW が他 の 資源 の 代行業務

や 埋め 合わ せ もせ ざる を得ず、援助すれ ばす る ほ ど 「ボラ ン テ ィ ア と言わ な

い ボ ラ ンテ ィ ア 」 と い う状 態 （「自発的福祉」 の 担 い 手）にな る事が 明 らか に

な っ た 。 また、 こ の 現状 の 中で 当事者が PSW に 「お 伺い を立て 」ざる を得な

い 状況 に構造 的 に追 い 込 まれ て い る事 も明 らか にな っ た 。

　今後は、本稿で 提示 した精神保健福祉分野 で の 福祉資源の 分類 を元 に 、各

福祉資源 ど う し の 関係や 連携の あ り方、そ の 可能性な どにつ い て 多角的に論

じ る 予定 で あ る 。
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＜注 ＞
1
　 0ECD 　Heal亡h　Data　2001
ii

例 えば厚 生省精神衛 生実態調査 （1983 ）、日本精 神神 経 学 会社会復 帰委員

　 会調査 （1991）、 厚 生科学研究 「精神科入 院医療及び処遇の あ り方研究班」

　 （1991）、 厚 生科学研究 「高齢長期入院精神障害者 の 退院を阻 害す る r施

　 設症』 の 実態把握 と対策研究班」 （1993）、 日本精神病院協会在院者調査

　 （1993）、社 団法人全 国 自治体病院協会 「提 言 　安心 して 利用 で きる 精神

　 科医療 を実現す るため に」（1999）、 秋元（1999）な ど 。

n1 平成 14年 で 第 4 回 を迎 えた 精神 保 健福 祉 士 国家試験 の これ まで の 総合格

　 者数は 合計 13043 人 で あ る 。

iN’
以下の 議論は主 に 日本精神医学 ソ

ー シ ャ ル ・ワ ー カー 協会編（1997）、谷中

　 （2000 ）、 岡本（1991）の 記述 を参考 に した。

v

　 1973 年の 第 9 回 PSW 全国大会 （神 奈川 大会）の 会場で 、 「本人不 在 1 の

　 状況で 保健所か らの 訪 問 ・診察 の 結果 、 分裂 病 と 診断さ れ 、 警察官 も加

　 わ っ て の 強 制入 院 を させ られた Y 氏が 、 自らが不 当に入 院 させ られ た こ と

　 や 再発防止を求め る 問題提起 を行っ た 。 こ の 「Y 問題」 はそ の 後の 80年

　 代 に か けて PSW の 実践 内容や 専門性 を根本 的に 問い 直す 議論 の 大 きな契

　 機 とな っ た 。

Vl
国家資格化 を巡 る 議論に つ い て は厚生 科学研究 （1996 ）、 21 世紀の 福祉

　 専 門職 を 考え る 会編 （1997） に詳 しい 。

vii　 2002 年 5 月以後、　 B 氏の 職場 には 2 人 の 相談 員が 増員 され 、 4 人体 制に

　 な っ た 。

viii 本研 究は 、 筆者が B 氏 に 対 して 過去 4 年 間の フ ィ
ー ル ドワー クの 中で 聞き

　 取 りを続けて きた 10数冊 の フ ィ
ー ル ドノー ッ が基 本 とな っ て い る が 、 本

　 研究 の 為 に 、更 に 数回 B 氏 へ の 聞き取 り も挙行 した 。

ix
自 らも PSW で あ る 向谷地 （2000 ）は 「精神障害者 とは 『人 と して の あた り

　 まえ の 苦 労 を奪わ れ た 人 で あ る』上 と述べ て い る 。

x
平 野（2001 ）pp 　14

）［i 例 えば、 黒木（1998）、副 田（2002 ）な ど

xii 平野（2001）pp21

Kii1 渥 美（2001） pp43

Xlv 渥美、 前掲書 pp55

xv 渥美、 前掲書 pp31
XVI

ゴ匕里｝（1993 ）　pp43
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  The reluctant  
"Volunteers"

: PSW  as the resources  of  Social Services

                             Summary

    In Japan, the work  ofPSW,  the Psychiatric Social Worker, has ambiguous  parts.

This is because PSW  substitute  fbr the counselor,  the administrator  in Social Services'

field, and  the personal assistant.

    This  paper examines  how in Japan PSW  supports  the mentally  disabled people

from the PSW  users' point ofview.  For this purpose, I surveyed  current  PSW's patient

support  activities.  I can  point out  3 important things.

1, PSW  not  only  substitutes for "the
 family" but also  supports 

"the
 family" in order to

  reconstruct  the family function,

2, PSW  compensates  for "the  Japan's poor social  system",  particularly the manpower

  shortage  ofSocial  Services.

3, PSW,  therefore, has to work  too  often  non-specialistjob.

  As  they have no  other  resources  fbr help, PSW  users  and  their families usually  have

to wait  long for the support  from PSW.  In conclusion,  this harms the ideal relationship

between PSW  and  users.

Key  words:  mental  health and  welfare,  Psychiatric Social Worker, the resources  of

social  services,  the volunteer
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