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【要 旨】
本研究は、治療や訓練の場である病院におけるソーシャルワーク実践に着目し、高
次脳機能障害を抱える人々やその家族の生活課題を実証的に明らかにすることを目
的とした。
その結果、【診断】、【障害理解・受容】、【自尊心の痛み】、【不安・ストレス】、【関
係の不調和】【自己決定】、【ソーシャルワーカーのスキル】、【支援力】、【人生の再
構築】の９つの中核的概念を析出した。そして、これらの９つの中核的概念は、相
関的、相互作用的な連鎖関係にあり、その関係が生活課題をより深刻化させている
ことが明らかになった。

Ⅰ はじめに－研究の背景と目的

近年、高次脳機能障害１を抱える人々に対する研究活動は、平成１５年から１７年におこなわれた
厚生労働省の「高次脳機能障害者支援モデル事業」以降、治療や訓練分野における研究が活発に
行われている。その結果、交通事故障害だけでなく、スポーツ事故や脳血管障害など様々な原因
により障害を抱えることになった人々へと対象が拡大した。

実際に、高次脳機能障害を抱える人々は若年者だけではなく、脳血管障害など疾病が原因によ
る高齢者も多く存在し、介護者への負担を増幅しているケースもある（赤松他２００３）。また、千
葉県の高次脳機能障害支援普及事業２の報告では、小児期発症の高次脳機能障者を抱える障害児
童の問題が顕在化している。特に小児期では発達との関連から、障害の見えにくさを増幅させ、
支援の遅れや難しさを指摘する。大分県においても「がい児」という呼称でいじめを受け、孤立
しているとの報告３もある。つまり、高次脳機能障害を抱える人々の問題は、障害原因の如何に
かかわらず、周囲の差別や偏見の中で彼らの生活課題は深刻化しており、何らかの社会的な手立
てが急務となっている状況がある。

この状況における社会福祉領域の研究については、菱山ら（１９９６）現場のソーシャルワーカー
によっておこなわれた報告など散見される。なかでもソーシャルワークに関連する研究では、方
法論に関する川村（２００９）、渡辺ら（２００７）や平岡（２００６）の論文が見受けられる。これらの論
文では、当事者の「生活」に着目している点では共通しているが、高次脳機能障害を抱える人々
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の生活課題の構造的分析には至っていない。
高次脳機能障害を抱える人々へのソーシャルワーク実践は、既存の理論や方法では簡単に解決

できない新たな課題をもたらしている。特に、障害部分と健常部分が混在し多様な形で言葉や行
動が表出されることにより、当事者の利益とは何かを導きにくい。また、このような障害特性と
判断能力の低下などから自己決定を支援することにも困難を伴う事象となる。以上のことから、
ソーシャルワーク実践がこの状況に対応するためには、当事者や家族が抱える課題を断片的にと
らえるのではなく、一つひとつの課題がどのように連関し、何が、どのように彼らの生活を困難
にさせているのかについて総合的にとえる必要がある。

そこで本研究では、受傷直後から高次脳機能障害を抱える人々やその家族に対して、障害受容
などの心理的支援と退院後の地域生活支援などをおこなっている医療ソーシャルワーカーの実践
に着目し、高次脳機能障害を抱える人々を生活困難に追いやる要因とその構造を明らかにするこ
とを目的とする。

Ⅱ 研究の視点と方法

本研究は、回復期リハビリテーション病棟における医療ソーシャルワーカーの実践事例を対象
とする。この病棟は、全人間的復権の価値を基盤に、傷病が原因で身体障害や高次脳機能障害を
抱える患者の治療と訓練の場である。その病棟で実践を展開している医療ソーシャルワーカー
は、日常的に高次脳機能障害を抱える人々の実践に関わっていることから、本研究の対象として
条件を満たすものと考える。

具体的には、高次脳機能障害を抱える人々の終結事例１２例を分析対象とする。
これらの事例については、提出者による記録の齟齬が生じないようにフォーマットを準備し

た。フォーマットは、Face Seat、患者や家族の状況・語り、ソーシャルワーカーの働きかけ、
ソーシャルワーカーの所感・考察の４項目について記入するものとした。

また、事例提供者の Cohort については、一定の知識と経験を担保する目的で大分県医療ソー
シャルワーカー協会に所属し、社会福祉士の資格をもつ回復期病棟で５年以上１０年以下の実践経
験と研修参加率が高く自己研鑽を積んでいる者を選定した。

次にデータ分析の方法については、「当事者の認識する生活課題」と「医療ソーシャルワーカー
の認識する生活課題」の２点を分析枠組みとした。また、データ分析については、佐藤（２００８）
の質的研究アプローチに依拠し、生活課題を概念化した。

採用した質的データ分析とは、単にコーディングによってデータの縮約をおこなうだけでな
く、何度もテクストに立ち返りながら行為や語りの意味を明らかにすることができるものであ
る。また、その過程で研究対象の生活課題を理解する上で重要なカギとなる中核的概念カテゴ
リーを創出し、カテゴリー間の関係を概念モデルとして示し、理論的解釈をおこなう方法であ
る。この方法により、現場の言葉を理論化することが可能となり、本研究の目的を実証的に明ら
かにすることができると考える。以上の理由から、高次脳機能障害を抱える人々やその家族の生
活課題の構造を検討するにあたり、本アプローチを用いることが妥当であると判断した。

Ⅲ 研究結果と考察

１）生活課題の概念
医療ソーシャルワーカーの実践事例１２例を当事者の認識と医療ソーシャルワーカーの認識に分
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診断と説明

診断

理解者の不在

自尊心の痛み

期待に対するストレス

再発や回復への不安

ソーシャルワーカーのスキル

仕事・役割の再開

障害の否定

今の自分と向き合えない

障害理解・受容介護負担

関係の不調和

人生の再構築

不安・ストレス

生きがい

自己決定

本人を置き去りする

自分のことを自分で決めら
れない

他者の不理解

他者の不理解

本人と家族の関わり合い

本人の不在

フォーマル
インフォーマル

チームの統一した理解と対応

家族関係の調整

支援力

け、別々にセグメント化し、再文章化をおこなった。最終的には当事者のセグメントは７９から
１２、医療ソーシャルワーカーのセグメントは７０から９に縮約した。

まず、当事者の認識する生活課題として、①生きがい、②仕事・役割の再開、③障害理解、④
障害受容、⑤介護負担、⑥自分で決められない、⑦診断と説明、⑧関係の不調和、⑨他者の不理
解、⑩再発や回復への不安、⑪自尊心の痛み、⑫理解者の不在の１２の概念カテゴリーを析出し
た。（表１）

総じて、当事者の語りの記録から、自らの環境すべてに対して否定的なものが多い。障害特性
による周囲との摩擦や葛藤、精神的な痛みとともに自己の思いが通じない現実に他者から存在を
否定されているような思いを抱いていた。

次に、医療ソーシャルワーカーの認識する生活課題として、①介護負担、②期待に対するスト
レス、③今の自分と向き合えない、④本人を置き去りにする、⑤障害の否定、⑥ソーシャルワー
カーのスキル、⑦本人の不在、⑧本人と家族の関わり合い、⑨社会資源（フォーマル・イン
フォーマル）の９つの概念カテゴリーを析出した。（表２）

カテゴリーから医療ソーシャルワーカーのセグメントは、高次脳機能障害を抱えた人々だけで
はなく、当事者と環境の関係性に着目していることがわかる。特に、周囲の期待や大きさが本人
を追い込んでいることや本人不在で物事が決められていくさまを課題と捉えている。この認識
は、個人の主体性に価値を置くソーシャルワークの理論との関連によるものと考えられる。

次に、当事者と医療ソーシャルワーカーの各概念の関係性について明らかにするために、焦点
的コーディングをおこなった。その結果、①診断、②自尊心の痛み、③不安・ストレス、④関係
の不調和、⑤障害理解・受容、⑥支援体制、⑦自己決定、⑧人生の再構築に整理することができ
た。しかし、焦点的コーディングでは、当事者および医療ソーシャルワーカーの各概念カテゴ
リーの共通性があきらかになった一方で、集約できなかったセグメントは、医療ソーシャルワー
カーの専門家としての反省的課題を示していた。集約できなかった「ソーシャルワーカーのスキ
ル」と「社会資源」というカテゴリーは、高次脳機能障害を抱える人々やその家族の生活課題を
解決するために、医療ソーシャルワーカー自身に課せられた課題として捉えており、自らの力量

図１：焦点的コーディング
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歩
け
な

く
な
っ
て
い
る
け

ど
大
丈
夫
か
な
。

火
の
始
末
が
で
き
る
の

か
と
言
わ
れ
、
腹
が
立

つ
。
そ
の
く
ら
い
子
ど

も
じ
ゃ
な
い
ん
だ
か
ら

で
き
る
。

一
日
中
見
張
れ
な
い

し
、
火
事
に
で
も

な
っ
た
ら
。

な
ん
と
言
わ
れ
て
も
お

父
さ
ん
の
た
め
に
ご
飯

を
作
り
ま
す
。

私
は
何
の
病
気
な
ん
で

し
ょ
う
か
。

子
ど
も
た
ち
は
な

ぜ
お
見
舞
い
に
こ

な
い
の
か
。

火
の
始
末
く
ら
い
私
に

だ
っ
て
で
き
る
。

ま
た
、
倒
れ
た
り
し
な
い

ん
で
す
か
。

火
の
始
末
く
ら
い
で

私
を
馬
鹿
に
す
る
。

火
の
始
末
も
で
き
な

い
私
は
子
ど
も
と
一

緒
。

事
例
７

今
ま
で
、
ず
っ
と

店
番
を
し
て
き
た

し
、
こ
れ
か
ら
も

そ
う
す
る
。

お
金
を
扱
う
こ

と
は
な
い
け

ど
、
常
連
さ
ん

が
来
て
く
れ
る

か
ら
。

言
葉
が
出
て
こ
な

い
。
ち
っ
と
も
出

て
こ
な
い
。
こ
ん

な
ん
じ
ゃ
だ
め
。

先
生
が
も
う
治
ら
な
い

と
い
っ
た
け
ど
、
リ
ハ

ビ
リ
を
続
け
れ
ば
治
る

よ
ね
。
転
院
先
を
探
し

て
く
だ
さ
い
。

夫
婦
二
人
の
生
活
は

不
安
で
す
。

本
人
は
転
院
し
た
が
っ

て
い
る
が
、
連
れ
て
帰

り
ま
す
。

倒
れ
た
時
に
比
べ
れ
ば

奇
跡
。
で
も
高
次
脳
機

能
障
害
の
こ
と
は
よ
く

わ
か
ら
な
い
。

夫
は
私
と
目
も
合

わ
せ
な
い
。

病
院
で
は
迷
惑
か
け
て

ま
す
。
話
が
よ
く
わ
か

ら
な
い
か
ら
、
み
な
さ

ん
イ
ラ
つ
い
て
い
る
よ

う
で
。

こ
こ
で
リ
ハ
ビ
リ
す
れ

ば
、
本
当
に
よ
く
な
る
ん

で
す
か
。

本
当
に
介
護
す
る
気

か
と
言
わ
れ
た
。
私

で
は
役
不
足
な
の

か
。

お
と
う
さ
ん
は
本
当

に
私
の
こ
と
を
わ

か
っ
て
く
れ
て
い
る

の
か
。

事
例
８

こ
ん
な
病
気
に

な
っ
て
し
ま
っ

て
、
仕
事
を
初
め

て
休
ん
だ
よ
。
早

く
行
か
な
い
と
。

両
親
を
楽
さ
せ

て
や
り
た
い
。

自
分
は
大
丈

夫
。
早
く
退
院

し
な
い
と
。

怒
り
っ
ぽ
く
な
っ

た
。
な
ぜ
か
す
ぐ

に
腹
が
立
つ
。

退
院
し
た
い
。
も
う
十

分
だ
。
リ
ハ
ビ
リ
が
必

要
な
の
は
わ
か
っ
て
い

る
け
ど
、
も
う
必
要
な

い
。

私
た
ち
の
話
な
ん
か

聞
き
ま
せ
ん
。
怒
っ

て
ば
か
り
で
。

明
日
退
院
す
る
。
何
と

い
っ
て
も
帰
る
。
自
分

で
決
め
る
。

日
ご
ろ
か
ら
気
を
つ
け

て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
。

昔
か
ら
大
き
い
こ

と
を
言
っ
た
り
、

ホ
ラ
を
吹
く
。
友

達
は
い
ま
せ
ん
。

A
病
院
で
は
、
徘
徊
す

る
か
ら
早
く
退
院
し
て

ほ
し
い
と
言
わ
れ
た
。

全
然
、
リ
ハ
ビ
リ
し
て
も

か
わ
ら
な
い
。

入
院
生
活
は
牢
獄

だ
。
自
由
が
な
い
。

誰
も
わ
か
っ
て
く
れ

な
い
。

事
例
９

船
に
乗
っ
て
あ
ち

こ
ち
行
っ
た
。
ま

た
、
船
に
乗
り
た

い
。

家
の
こ
と
は
妻

に
任
せ
て
い

た
。
私
は
働
い

て
お
金
を
稼
ぐ

だ
け
。

無
性
に
腹
が
立

つ
。
お
金
も
す
ぐ

に
な
く
な
る
。

時
間
が
立
て
ば
よ
く
な

る
。
言
葉
も
出
る
よ
う

に
な
る
。
だ
か
ら
ま
だ

入
院
し
て
い
た
い
。
な

ん
と
か
な
る
。

金
銭
感
覚
が
な
く

な
っ
て
い
る
か
ら
怖

い
で
す
。
介
護
す
る

側
も
苦
し
い
ん
で

す
。

夫
の
こ
と
を
思
う
と
転

院
が
一
番
で
す
。
夫
は

反
対
す
る
け
ど
転
院
先

を
見
つ
け
て
く
だ
さ

い
。

ま
だ
、
手
足
が
悪
い
ほ

う
が
マ
シ
だ
。

と
に
か
く
夫
に
よ

く
な
っ
て
ほ
し
い

ん
で
す
。

怒
り
っ
ぽ
い
か
ら
看
護

師
さ
ん
も
大
変
で
し
ょ

う
け
ど
、
ナ
ー
ス
コ
ー

ル
に
は
す
ぐ
対
応
し
て

く
だ
さ
い
。
何
か
あ
っ

た
ら
ど
う
す
る
ん
で
す

か
。

こ
の
病
気
は
、
ま
た
再
発

す
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す

か
。
ど
う
す
れ
ば
防
げ
る

ん
で
す
か
。
こ
れ
以
上
悪

く
な
っ
た
ら
ど
う
し
て
い

い
か
。

妻
の
言
う
事
ば
か
り

聞
か
な
い
と
い
け
な

い
ん
だ
。
俺
は
俺

だ
。

落
ち
込
む
よ
。
死
に

た
い
。
仕
事
も
駄
目

だ
な
。

事
例

１０

お
父
さ
ん
の
世
話

を
す
る
の
が
大
好

き
。

お
父
さ
ん
は
私

が
い
な
い
と
だ

め
な
の
よ
。

足
に
力
が
入
ら
な

い
。

リ
ハ
ビ
リ
が
ち
っ
と
も

き
か
な
い
。
先
生
を
変

え
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

全
盲
の
家
族
が
い
る

の
で
介
護
負
担
が
大

き
い
。
二
人
の
面
倒

は
無
理
で
す
。

家
に
帰
れ
な
い
の
で
す

か
。
施
設
に
行
っ
た
ら

お
し
ま
い
。

こ
れ
は
病
気
で
し
ょ
う

か
。
何
が
ど
う
な
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

母
の
面
倒
を
見
た

い
け
ど
、
私
も
苦

し
い
ん
で
す
。

ず
っ
と
一
緒
に
暮

ら
し
た
か
っ
た
。

母
親
で
す
か
ら
。

こ
の
前
、
面
会
に
来
た

時
、
母
が
リ
ハ
ビ
リ
の

方
か
ら
何
度
も
同
じ
こ

と
言
わ
せ
な
い
で
と
言

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

リ
ハ
ビ
リ
を
続
け
な
く
て

い
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

夫
か
母
か
天
秤
に
か

け
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
施
設
で
死
ぬ
ん

で
す
よ
ね
。
全
く
私

の
こ
と
を
知
ら
な
い

人
た
ち
の
中
で
。

事
例

１１

娘
と
一
緒
に
暮
ら

す
こ
と
が
今
一
番

の
望
み
で
す
。

娘
は
働
い
て
い

る
か
ら
食
事
の

世
話
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

い
つ
か
ま
た
歩
け

る
よ
う
に
な
る
の

か
。

杖
と
か
な
し
に
歩
き
た

い
。

発
病
し
た
と
き
は
ど

う
し
て
い
い
か
わ
か

ら
な
か
っ
た
。
母
の

介
護
に
疲
れ
ま
し

た
。

娘
の
重
荷
に
な
り
た
く

な
い
。
帰
り
た
い
け

ど
、
み
ん
な
に
会
い
た

い
け
ど
。

仕
方
が
な
い
と
あ
き
ら

め
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば

娘
も
私
に
や
さ
し
く
な

る
は
ず
。

誰
に
も
迷
惑
を
か

け
た
く
な
い
。

ゆ
っ
く
り
し
か
歩
け
な

い
ん
で
す
。

施
設
に
入
っ
た
ら
、
い
ろ

ん
な
こ
と
を
我
慢
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
私

は
こ
の
ま
ま
動
け
な
く
な

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
施
設
は
い
い
よ
。

何
も
し
な
く
て
い
い

よ
。」

娘
に
言
わ
れ

ま
し
た
。
私
は
何
も

で
き
な
い
人
間
じ
ゃ

な
い
。

施
設
で
は
い
い
こ
と

あ
り
ま
す
か
。
家
に

帰
れ
な
い
人
ば
か
り

が
入
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。

事
例

１２

姉
さ
ん
と
一
緒
に

い
る
こ
と
が
私
の

生
き
る
力
に
な
っ

て
い
た
。

姉
さ
ん
も
身
体

が
悪
い
か
ら
私

が
見
な
い
と
い

け
な
い
の
に
。

ひ
と
り
で
お
金
の

管
理
が
で
き
る
か

不
安
。
わ
か
ら
な

い
こ
と
だ
ら
け
。

ひ
と
り
暮
ら
し
が
で
き

る
と
思
う
。
な
ん
と
か

な
る
よ
。

私
も
入
院
し
て
い
る

か
ら
妹
の
面
倒
は
見

れ
な
い
。

ひ
と
り
で
生
活
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
、

施
設
に
行
き
ま
す
。
そ

れ
し
か
な
い
ん
で
し
ょ

う
。

お
金
の
管
理
が
で
き
な

い
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

計
算
が
で
き
な
い
の
は

頭
が
悪
い
か
ら
。

一
生
懸
命
生
き
て

き
た
の
に
、
姉
は

私
を
裏
切
る
ん
で

し
ょ
う
か
。

よ
く
忘
れ
っ
ぽ
く
て
、

何
度
も
訪
ね
る
か
ら
嫌

な
顔
さ
れ
ま
す
。

ひ
と
り
ぼ
っ
ち
だ
か
ら
今

度
倒
れ
た
ら
お
し
ま
い
で

す
ね
。

こ
れ
か
ら
市
役
所
か

ら
生
活
費
を
い
た
だ

く
ん
で
す
よ
ね
。
申

し
訳
な
い
で
す
。

ひ
と
り
だ
か
ら
、
不

安
で
す
。
誰
も
私
を

知
ら
な
い
。

表
１

事
例
－
コ
ー
ド
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
（
当
事
者
）
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介
護
負
担

期
待
に
対
す
る
ス
ト
レ
ス

今の自分と向き合えない
本
人
を
置
き
去
り
に
す
る

障
害
の
否
定

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
ス
キ
ル

本
人
の
不
在

本人と家族の関わり合い
社会資源（フォーマル・インフォーマル）

事
例
１

兄
が
癌
の
再
発
、
姉

は
難
病
と
家
族
も
自

分
以
外
の
こ
と
を
考

え
に
く
い
状
態
で
あ

る
。

早
く
良
く
な
れ
と
言

わ
れ
る
こ
と
に
負
担

が
あ
る
。「

頭
が
お

か
し
く
な
っ
た
の
に

わ
か
っ
て
く
れ
な

い
」
と
言
う
。

自
分
の
こ
と
で
精
一

杯
な
の
か
忙
し
い
姉

に
よ
く
電
話
を
か
け

て
い
る
。

早
く
施
設
に
入
れ
て

ほ
し
い
と
い
う
ば
か

り
で
、
兄
は
面
会
に

も
来
な
い
。

こ
ん
な
は
ず
で
は

な
か
っ
た
と
口
に

す
る
。

本
人
の
言
葉
に
一
貫
性
が
な

く
、関

わ
り
づ
ら
い
。本

人
の

意
思
は
無
視
で
き
な
い
が
、

い
ず
れ
が
本
心
か
図
り
か
ね

る
。チ

ー
ム
で
統
一
し
た
理

解
と
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

本
人
の
意
思
だ
け
で

は
、
希
望
は
か
な
わ
な

い
。

出
来
な
い
こ
と
ば
か

り
伝
え
る
。

身
体
障
害
者
福
祉
で
更
生
施
設

の
入
所
調
整
が
可
能
と
な
っ

た
。ま

た
、落

語
を
見
る
た
め
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
調
整
で
き
た

が
、施

設
か
ら
反
対
さ
れ
、本

人
は
落
胆
。支

援
体
制
の
不
備
。

事
例
２

夫
が
妻
の
ト
イ
レ
介

助
を
行
う
こ
と
に
抵

抗
を
示
し
て
い
る
。

夫
の
期
待
が
高
く
、

応
え
ら
れ
な
い
自
分

が
情
け
な
さ
そ
う

で
、
夫
の
面
会
後
は

元
気
が
な
い
。

夫
の
世
話
を
す
る
こ

と
ば
か
り
口
に
す

る
。

夫
は
本
人
と
目
も
合

わ
せ
な
い
。

落
ち
込
ん
で
ひ
と

り
で
泣
い
て
い

る
。

話
が
前
に
進
ま
な
い
。
家
族

関
係
が
良
好
と
は
い
え
ず
、

調
整
が
難
し
い
。
ア
セ
ス
メ

ン
ト
が
不
足
し
て
い
る
。

夫
が
中
心
に
話
を
進
め

る
。

保
護
的
な
関
わ
り

介
護
保
険
制
度
を
活
用
。
施
設

を
希
望
す
る
が
、
介
護
度
と
折

り
合
い
が
つ
か
な
い
。

事
例
３

こ
れ
か
ら
は
妻
が
家

計
を
支
え
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
れ
に
対

す
る
妻
の
ス
ト
レ
ス

は
高
く
、
夫
の
今
の

姿
を
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
。

が
ん
ば
れ
と
何
度
も

言
わ
れ
る
こ
と
が
苦

し
そ
う
で
あ
る
。

機
能
的
に
は
困
難
で

あ
る
が
、
車
の
運
転

に
固
執
し
て
い
る
。

仕
事
の
再
開
の
た
め

に
は
必
要
だ
と
言

う
。

回
復
困
難
に
シ
ョ
ッ

ク
と
苛
立
ち
。
本
人

の
せ
い
で
は
な
い
の

は
わ
か
っ
て
い
る
と

言
わ
れ
る
が
強
く
あ

た
る
。

妻
の
口
調
が
激
し

く
、
本
人
を
追
い

こ
ん
で
い
る
。

多
弁
で
あ
る
が
話
が
か
み
合

わ
ず
、
話
の
的
が
絞
れ
な

い
。
死
に
た
い
と
い
う
本
人

へ
の
対
応
に
苦
慮
す
る
。
能

力
不
足
を
感
じ
る
。

本
人
の
不
安
や
葛
藤
を

家
族
が
理
解
し
な
い
。

本
人
の
理
解
力
が
全

て
に
わ
た
っ
て
低
く

な
っ
て
い
る
と
考
え

て
い
る
。

高
次
脳
機
能
障
害
を
受
け
入
れ

て
く
れ
る
施
設
が
な
く
、
精
神

障
害
者
の
通
所
サ
ー
ビ
ス
を
活

用
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
在
宅

資
源
の
不
足
。

事
例
４

夫
も
高
齢
で
あ
り
、

介
護
に
不
安
を
抱
え

て
い
る
。

夫
か
ら
の
優
し
い
言

葉
に
涙
ぐ
む
こ
と
が

多
い
。
ど
う
し
て
よ

く
な
ら
な
い
の
か
と

最
近
よ
く
口
に
す

る
。

記
憶
力
低
下
が
著
し

く
、
何
度
も
繰
り
返

し
聞
く
が
昔
か
ら
だ

と
楽
観
的
で
あ
る
。

全
部
、
夫
が
手
を
出

す
。
本
人
は
で
き
な

い
か
ら
と
言
わ
れ
る

が
出
来
る
と
こ
ろ
を

見
よ
う
と
し
な
い
。

落
ち
込
ん
だ
り
、

怒
っ
た
り
自
分
を

持
て
余
し
て
い
る

感
じ
が
す
る
。

い
つ
も
話
が
振
り
出
し
に
戻

る
。
障
害
者
や
対
応
へ
の
知

識
不
足
。

本
人
に
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
を
夫
だ
け
で
決
め
て

し
ま
う
。

何
も
さ
せ
な
い
。

夫
は
本
人
の
希
望
ど
お
り
、

サ
ー
ビ
ス
の
活
用
を
行
わ
な

か
っ
た
。
が
介
護
負
担
は
明
ら

か
で
あ
っ
た
。
家
族
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
場
所
が
な
い
。

事
例
５

話
が
か
み
合
わ
ず
、

イ
ラ
イ
ラ
す
る
こ
と

が
あ
る
と
話
し
て
い

る
。

職
場
が
大
変
そ
う

で
、
早
く
よ
く
な
ら

な
け
れ
ば
と
焦
っ
て

い
る
よ
う
に
見
え

る
。

会
社
の
人
と
は
会
い

た
く
な
い
と
言
わ
れ

る
。

本
人
の
希
望
で
も
あ

る
が
面
会
者
を
部
屋

に
通
さ
な
い
よ
う
に

依
頼
を
受
け
る
。

障
害
を
負
っ
た
こ

と
で
お
荷
物
だ
と

思
わ
れ
て
い
る
と

感
じ
て
い
る
。

話
が
か
み
合
わ
な
い
。

妻
の
希
望
で
転
院
先
を

探
す
。

頭
が
お
か
し
く
な
っ

た
と
思
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
で
本
人
が

傷
つ
い
て
い
る
。

高
次
脳
機
能
障
害
の
リ
ハ
ビ
リ

を
行
え
る
専
門
の
病
院
に
は
入

れ
ず
、
療
養
型
病
院
に
転
院
す

る
こ
と
に
な
る
。

事
例
６

火
の
始
末
が
で
き
な

い
こ
と
が
気
に
か
か

る
。
火
事
を
と
て
も

心
配
し
て
い
る
。

が
ん
ば
っ
て
い
る
け

ど
な
か
な
か
よ
く
な

ら
な
い
と
話
す
こ
と

が
多
く
な
っ
た
。

家
事
訓
練
を
拒
否
す

る
。
訓
練
な
ど
し
な

く
て
も
火
は
消
せ
る

と
言
う
。

火
の
始
末
の
こ
と
ば

か
り
口
に
す
る
が
、

本
人
と
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
話
し
合
っ
た

り
し
な
い
。

部
屋
に
行
く
た

び
、「

子
ど
も
で

は
な
の
だ
か
ら
、

火
ぐ
ら
い
消
せ

る
」
と
言
う
。

１
つ
の
こ
と
に
固
執
す
る
傾

向
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
話

題
が
で
き
な
い
。

家
事
を
し
た
い
と
言
う

本
人
希
望
が
か
な
わ
な

い
。
夫
の
心
配
が
優
先

さ
れ
る
。

本
人
の
生
活
を
制
限

す
る
。

夫
が
仕
事
に
行
っ
て
い
る
と
き

の
日
中
の
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
が

こ
の
地
域
に
で
き
な
か
っ
た
。

近
所
の
人
に
依
頼
す
る
。

事
例
７

店
の
仕
事
も
あ
り
、

仕
事
を
し
な
が
ら
妻

の
世
話
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
と
不
安
を

も
っ
て
い
る
。

店
番
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ

て
い
る
。
外
泊
を
勧

め
る
が
気
乗
り
し
な

い
と
言
わ
れ
る
。

言
葉
の
で
な
い
歯
が

ゆ
さ
に
イ
ラ
イ
ラ
し

て
い
る
様
子
が
あ

る
。

常
連
さ
ん
が
店
に
く

る
け
ど
、
本
人
と
は

合
わ
せ
な
い
よ
う
に

し
よ
う
と
思
っ
て
い

る
。
本
人
の
姿
を
見

せ
た
く
な
い
ら
し
い
。

夜
間
、
ひ
と
り
で

泣
い
て
い
る
と
看

護
師
よ
り
報
告
あ

り
。

発
話
が
少
な
く
、
意
思
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
に
く

い
。

本
人
は
転
院
希
望
で
リ

ハ
ビ
リ
を
継
続
し
た

が
っ
て
い
る
が
、
夫
が

自
宅
退
院
を
決
め
た
。

回
復
が
可
能
で
あ
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て

正
し
く
理
解
で
き
て

い
な
い
。

山
間
部
に
住
ん
で
い
る
た
め
、

リ
ハ
ビ
リ
を
継
続
す
る
サ
ー
ビ

ス
が
利
用
で
き
な
か
っ
た
。

事
例
８

作
話
が
多
い
。
両
親

も
か
な
り
心
配
し
て

お
り
、
頭
が
お
か
し

く
な
っ
た
の
か
と
尋

ね
て
く
る
。

両
親
に
性
格
が
変

わ
っ
た
と
言
わ
れ
、

俺
を
理
解
し
な
い
く

せ
に
「
人
の
せ
い
に

す
る
」
と
話
し
て
い

た
。

退
院
に
固
執
し
て
い

る
。
リ
ハ
ビ
リ
は
必

要
な
い
と
言
わ
れ
る

が
左
無
視
の
傾
向
が

あ
る
こ
と
は
わ
か
っ

て
い
る
様
子
。

主
治
医
か
ら
説
明
を

受
け
て
も
、
怒
ら
れ

る
理
由
を
探
し
て
い

る
。

何
を
や
っ
て
も
無

理
だ
と
考
え
て
い

る
の
か
、
リ
ハ
ビ

リ
に
行
か
な
い
。

悲
観
的
な
部
分
と
楽
観
的
な

部
分
が
交
差
し
、
精
神
的
に

安
定
し
な
い
。
突
然
、
怒
り

だ
す
た
め
関
わ
り
づ
ら
さ
が

あ
る
。

自
暴
自
棄
に
な
っ
て
出

し
た
退
院
希
望
は
、
採

用
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
。

性
格
の
変
化
に
戸
惑

い
、
叱
責
す
る
。

暴
言
が
理
由
で
サ
ー
ビ
ス
が
利

用
で
き
な
い
。

事
例
９

説
明
を
受
け
て
も
大

丈
夫
の
一
点
張
り

で
、
現
実
離
れ
し
た

こ
と
ば
か
り
口
に
す

る
。

金
遣
い
が
荒
い
と
、

何
度
も
妻
に
言
わ
れ

る
が
そ
ん
な
こ
と
は

な
い
。「

俺
は
変
で

す
か
」
と
尋
ね
ら
れ

る
。

な
ん
と
か
な
る
と
い

う
言
葉
を
よ
く
聞

く
。

リ
ハ
ビ
リ
の
効
果
が

必
ず
出
る
と
思
う
か

ら
、
転
院
先
を
探
し

た
い
。

私
の
顔
を
見
る
た

び
、「

死
に
た
い
」

と
叫
ぶ
。

本
人
の
苦
し
さ
が
伝
わ
っ
て

く
る
。
病
識
の
な
い
こ
と
で

他
者
か
ら
言
わ
れ
る
こ
と
が

理
解
で
き
て
い
な
い
。
そ
の

こ
と
で
本
人
が
苦
し
ん
で
い

る
が
何
も
で
き
な
い
。

本
人
の
反
対
を
押
し

切
っ
て
、
転
院
先
を
決

め
る
。

病
識
欠
落
に
つ
い

て
、
本
人
の
意
欲
が

な
い
と
考
え
て
お

り
、
本
人
を
苦
し
め

て
い
る
。

リ
ハ
ビ
リ
継
続
で
き
る
病
院
が

な
い
。

事
例

１０

全
盲
の
夫
の
介
護
も

あ
り
、
母
の
介
護
ま

で
手
が
回
ら
な
い
。

リ
ハ
ビ
リ
も
継
続
さ

せ
た
い
が
、
金
銭
的

な
負
担
が
大
き
い
と

話
す
。

も
っ
と
リ
ハ
ビ
リ
頑

張
れ
と
言
わ
れ
る
か

ら
か
、
朝
早
く
か
ら

リ
ハ
ビ
リ
室
に
行
っ

て
い
る
。

リ
ハ
ビ
リ
の
担
当
者

を
変
更
し
て
ほ
し
い

と
い
う
。
良
く
な
ら

な
い
の
は
リ
ハ
ビ
リ

が
悪
い
か
ら
だ
と

思
っ
て
い
る
。

母
が
か
わ
い
そ
う
で

仕
方
が
な
い
。
連
れ

て
帰
れ
な
い
こ
と
を

言
い
づ
ら
い
。
顔
を

合
わ
せ
ら
れ
な
い
。

度
々
部
屋
に
呼
ば

れ
「
な
ぜ
こ
ん
な

こ
と
に
な
っ
た
の

か
」
と
何
度
も
尋

ね
て
く
る
。

家
族
関
係
の
調
整
。

本
人
が
納
得
し
な
い
う

え
、
ど
こ
の
施
設
に
い

く
か
も
知
ら
さ
れ
ず
、

施
設
を
決
定
し
て
し

ま
っ
た
。

本
人
の
身
体
機
能
の

回
復
に
つ
い
て
理
解

で
き
て
い
な
い
。そ

の
た

め
、本

人
の

ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
話

し
合
う
こ
と
も
な
い
。

施
設
で
の
言
語
訓
練
希
望
で

あ
っ
た
が
、
言
語
訓
練
士
の
い

る
施
設
が
み
つ
か
ら
な
い
。

事
例

１１

と
に
か
く
、
母
の
介

護
に
疲
れ
ま
し
た
と

言
わ
れ
る
。

看
護
師
に
注
意
さ
れ

て
も
、
廊
下
で
自
主

訓
練
を
し
よ
う
と
す

る
。

杖
な
ん
か
か
っ
こ
悪

い
。
そ
ん
な
の
い
ら

な
い
。

自
主
訓
練
を
叱
責
し

て
い
る
。

注
意
力
障
害
に
つ

い
て
理
解
で
き

ず
、
注
意
さ
れ
る

た
び
「
わ
か
っ
て

い
る
」
と
言
い
返

し
て
い
る
。

自
分
の
こ
と
を
理
解
で
き
ず

に
周
囲
の
状
況
に
戸
惑
っ
て

い
る
。
苦
し
ん
で
い
る
こ
と

が
伝
わ
る
が
解
決
方
法
が
み

つ
か
ら
な
い
。

家
に
帰
り
た
い
、
治
り

た
い
一
心
で
、
自
主
訓

練
を
し
よ
う
と
し
た
本

人
の
気
持
ち
を
ス
タ
ッ

フ
も
家
族
も
受
け
と
め

て
い
な
い
。

注
意
力
障
害
に
つ
い

て
過
度
に
危
険
な
も

の
で
あ
る
と
判
断
し

て
い
る
。
全
く
ひ
と

り
で
は
何
も
で
き
な

い
と
考
え
て
い
る
。

施
設
で
は
高
次
脳
機
能
障
害
者

の
リ
ス
ク
か
ら
車
イ
ス
の
生
活

と
な
る
。

事
例

１２

姉
も
入
院
し
て
お

り
、
妹
の
面
倒
は
物

理
的
に
み
る
こ
と
は

で
き
な
い
状
態
で
あ

る
。

ひ
と
り
暮
ら
し
が
で

き
る
ま
で
が
ん
ば
る

と
リ
ハ
ビ
リ
の
ス

タ
ッ
フ
に
話
し
て
い

た
と
情
報
あ
り
。

な
ん
と
か
な
る
。
今

ま
で
も
な
ん
と
か

な
っ
て
き
た
か
ら
。

姉
は
自
分
の
こ
と
で

精
一
杯
だ
か
ら
、
妹

の
こ
と
は
あ
な
た
に

全
て
お
願
い
す
る
と

言
わ
れ
る
。

忘
れ
っ
ぽ
い
の
は

歳
の
せ
い
だ
と
怒

る
。

ひ
と
り
暮
ら
し
が
本
当
に
困

難
で
あ
る
の
か
?医

療
ス

タ
ッ
フ
と
の
意
見
の
相
違
を

埋
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

家
族
の
意
見
に
引
き
ず
ら
れ

本
人
の
思
い
を
く
め
な
い
。

ひ
と
り
暮
ら
し
で
あ
る

と
い
う
こ
と
か
ら
、
施

設
が
決
定
す
る
。

高
次
脳
機
能
障
害
に

つ
い
て
調
べ
て
い
る

が
、
本
人
と
は
全
く

関
係
の
な
い
行
動
障

害
に
つ
い
て
心
配
し

て
い
る
。

日
々
の
生
活
に
つ
い
て
は
、
生

活
保
護
や
成
年
後
見
制
度
の
手

続
き
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
。

キ
ー
パ
ー
ソ
ン
が
不
在
。

表
２

事
例
－
コ
ー
ド
・
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
（
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
）
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支援力

診断

自尊心の痛み

自己決定

関係の不調和

人生の再構築

ソーシャルワーカー
のスキル

不安・ストレス 障害理解・受容

不足が高次脳機能障害を抱える人々の生活課題と関連していることを示唆している。
以上のことから、高次脳機能障害を抱えた人々や家族が抱える生活課題を示す中核的概念とし

て、【診断】、【障害理解・受容】、【自尊心の痛み】、【不安・ストレス】、【関係の不調和】、【自己
決定】、【ソーシャルワーカーのスキル】、【支援力】、【人生の再構築】の９つに整理した。（図１）

また、分析結果をもとに、本研究における高次脳機能障害を抱える人々とその家族の生活課題
について、「権利の回復と人生の再生に必要な解決すべき諸問題の総体」と定義する。

２） 生活課題のメカニズム
生活課題に関する概念カテゴリーを分析した結果、テクスト全体から析出された中核的概念と

その関係性について図２のように示す。
高次脳機能障害を抱えた人々の生活課題は、【人生の再構築】を最終課題と位置付けることが

できる。この最終課題は、高次脳機能障害を抱えたとしても自分らしくあるために、当事者が高
次脳機能障害と向き合うことができるか、自らの存在を肯定できるか、他者もその存在を認めら
れるかということに連関している。そして、この概念の意味するところは、「この先の新しい生
活を思い描くことができた時に、自らの生きる意味を見出すことができる」という価値の転換（上
田１９８３：２１９）を意味し、それを実現するために、受傷後いくつかの課題を解決しなければなら
ないことが明らかになった。

まず、高次脳機能障害についての最初の課題は、適切な【診断】を受けていないことから当事
者の障害理解や受容を遅らせている状況があった。【診断】されていないことにより、当事者は
自らに起こっていることが何なのか、なぜ周囲とぶつかるのか、理解されないのかという出口の
ない苦しみに閉じ込められてしまう。つまり、周囲の【障害理解・受容】が【診断】と関連して
起こる次の課題であると言える。テクストの中にも「僕の頭は馬鹿になってしまったけど、人間
としての心は残っている」という悲鳴に近い言葉があったように、深く傷つき、人間としての【自

図２：生活課題概念モデル（中核的概念）
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尊心の痛み】を訴えていることがわかる。
また、【自尊心の痛みは】、自分の将来について自分で決定する権利を損なわれることからも生

起する。元来、人びとの生活とは、その生命と活力を維持・再生産しようとする営みである。そ
して、人びとは生活の主体として自然や社会と関わり、働きかける存在である（古川２００３）。そ
の意味で彼らは、生きがいや仕事・役割の再開という活気ある人生目標をもっていたにもかかわ
らず、高次脳機能障害を抱えたことにより、自らの主体性を発揮することを周囲から許されず、
人としての尊厳を担保されず、自尊心の痛みを抱える。

障害受容について上田（１９８０：２０６）は、社会的不利に直面してもあきらめや居直りでない態
度をもつこと、「受容」とは「克服」であり、「あきらめ」とはむしろ対極にあるものとしている。
しかし、高次脳機能障害を抱える人々は、様々な状況を認識でき難いという特性をもつ。その観
点から障害理解や受容について上田の示す定義や過程を経ることができ難い場合もある。ただ
し、自らの生や存在をどのように意味づけていくか、自らの居場所をどこに位置づけるかという
問題を自らにとって重要な他者とともに取り組むことができるのではないだろうか。そして、こ
の【障害理解と受容】の克服が人生を再生することにつながると解釈できる。また、この【不安
やストレス】という課題は、周囲との【関係の不調和】とも関連している。例えば、社会的行動
障害は「以前に比べて怒りっぽくなった、暴力的になった」などの性格変容や感情のコントロー
ル低下などの症状を呈するため、本人に振り回されることで家族は介護負担を感じ、本人と家族
の関わりが希薄になりやすいと言われている。これは、障害を理屈的には理解できていても、変
化した本人を家族が受け入れることができない状態と言え、家族側の【障害理解・受容】とも関
係する。一方、テクストからも「見舞いに来ない」「夫は目も合わせようとしない」と気に病み、
イライラしてしまうと口にする当事者がいたことからも、【障害理解・受容】、【関係の不調和】、
【不安・ストレス】は相関関係にあることがわかる。

また、【関係の不調和】は、家族が本人と向き合わず、本人に関する決定を本人が不在のまま
進めることにも繋がっている。これは、家族から本人が置き去りにされ、【自己決定】が阻まれ
ている状態と言えよう。

笹沼（１９９４）は、介護が必要な状態という現実をとおして、否応なしに他者との関係において、
自己の在り方を認識せざるを得ないと自己決定をめぐる現実に言及しているが、本研究において
も退院先など本人のこれからの生活場所についての話し合いが本人抜きにおこなわれている現実
があった。しかし、受傷前まで自らの人生を歩み、生活の主体者として役割を果たしていた本人
にとっては、【自己決定】できない、もしくは阻まれる出来事は、耐え難い【自尊心の痛み】を
伴う現実的課題であると言える。テクストの中で幾度となく発せられる「どうして家に帰れない
の」という言葉の記録からも推測可能なことではないだろうか。

ソーシャルワークは、個人の尊厳の尊重と保障を根源的な理念として、これまでもクライエン
トの主体性の尊重という価値を第一義的に捉えてきた。そして、ソーシャルワークは自己決定と
いう原理・原則を援用することによって、この価値の具象化に向けた実践の役割や機能を担って
きた。

しかし、認知症高齢者や知的障害を抱える人々の実践から、自己決定支援に関する実践上の課
題はすでに認識されている。そして、これらは分析事例のテクストの中でも医療ソーシャルワー
カーの実践上の課題として記録されている。ただし、一方で代弁的機能を果たすことやチームの
統一した理解と対応を調整することで【自己決定】を支援する方法が試みられている。その観点
から、当事者のニーズを実現するために【ソーシャルワーカーのスキル】の不足や【支援力】の
不備は、【人生の再構築】に課題をもたらす。つまり、【ソーシャルワーカーのスキル】や【支援
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力】は、【人生の再構築】のために必要な手段であると言える。
以上のことから、高次脳機能障害を抱える人々の生活課題は、人間としての統合的全体性、い

わゆる身体的・心理的・社会的存在としての揺らぎを伴い、その揺らぎは必然的に別の生き方や
存在の仕方を模索させることが明らかになった。さらに、本研究において示した９つの中核的概
念とその関連性は、彼らの生活課題が生起するメカニズムを明らかにし、具体的な課題への接近
方法を示したと言える。

Ⅳ おわりに

本研究では、高次脳機能障害を抱える人々の様々な生活事象から生活課題を導き、その概念モ
デルを示し、分析した。その結果、①高次脳機能障害を抱える人々が抱える生活課題は、人間性
の回復や人生の再生にかかわること、②生活課題は、相関的、相互作用的に関連性が高いという
２つの成果を得ることができた。また、９つの中核的概念はソーシャルワーク実践の着眼点を示
唆できた。

しかし、本研究で高次脳機能障害を抱えた人々の思いをすべて語りつくせたわけではない。よ
り、現場の実践から彼らの抱える生活課題を精緻化することが重要である。今後は、高次脳機能
障害を抱える人々の権利の回復と人生の再生に必要なこれらの諸問題の解決に向けて、具体的な
方法論の提示を試みたい。

付 記

本研究における調査研究は、日本社会福祉学会の研究倫理指針に基づき、倫理的配慮を行なっ
ている。また、事例の内容についても、分析に影響がでない範囲において特定の事例と判別でき
ないように配慮を行っている。
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【注】

１ 高次脳機能障害の広義の概念は、「あらゆる精神活動に関する大脳機能の障害」と言える。
一口にいってもその症状はさまざまであり、記憶力の低下、自発性の低下、感情のコントロー
ルができない、話すことができない、順序だてて行うことができないなど、思考・記憶・学
習・注意・社会的行動遂行能力といった人間の脳にしか備わっていない次元の高い機能が失わ
れる障害をいう。概ね、身体障害を伴うことが多いが、場合によっては一見すると障害を受け
ていることがわからないこともある。また、これらの症状は自らが自らの行為の失敗を理解で
きる場合もあり、実際の能力と意識の狭間で精神的な苦痛を抱える。一般に高次脳機能障害の
原因には、脳血管障害（脳梗塞、脳出血など）、頭部外傷、脳炎、脳症などがある。

２ 千葉県では平成１３年度より高次脳機能障害支援モデル事業に参加し、平成１８年度より高次脳
機能障害支援普及事業を行っている。具体的には千葉リハセンターを支援拠点機関に指定し各
機関との地域支援ネットワークの充実を図り、高次脳機能障害者に対して適切な支援が提供さ
れるように体制の整備を進めている。

３ ２００８年、報告者が委員を務めている大分県高次脳機能障害連絡協議会における議論の中で、
高次脳機能障害を抱える児童がいじめの対象となっていることや教育委員会との連携強化が報
告されている。
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