
社会福祉における自立と自己実現の関係性 :
自己実現観の問い直し

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2023-04-18

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 真鍋, 里彩

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24729/00017968URL



社社 会会 福福 祉祉 にに おお けけ るる ⾃⾃ ⽴⽴ とと ⾃⾃ ⼰⼰ 実実 現現 のの 関関 係係 性性   

--⾃⾃ ⼰⼰ 実実 現現 観観 のの 問問 いい 直直 しし --  
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はは じじ めめ にに   

 

今 ⽇ 、「 ⾃ ⽴ 」は ネ オ リ ベ ラ リ ズ ム を 背 景 に し た 強 い 個 ⼈ モ デ ル と し て 、依 存

の 対 概 念 の よ う に ⼀ 般 的 に 理 解 さ れ て い る 。 社 会 学 の 領 域 で は 、 昨 今 の 社 会 を

「『 ⾃ ⽴ 』と い う 呪 い に 追 い ⽴ て ら れ る 社 会 」と 呼 ぶ こ と が あ る (広 瀬・桜 井 2020, 

p. 6)。⾃ ⼰ 責 任 論 も 作 ⽤ し 、「 ⾃ ⽴ ＝ よ い 、依 存 ＝ ダ メ 」と い う 素 朴 な 価 値 規 範

を 共 有 す る ⼈ 々 に よ る 福 祉 依 存 に 対 す る 強 い ⾮ 難 さ え も 起 き て い る (桜 井 2020, 

p. 74)。 と り わ け 、 福 祉 依 存 に 対 す る バ ッ シ ン グ は 依 存 を ⽣ む 福 祉 を 標 的 に す

る 。そ の た め 、社 会 福 祉 は「『 依 存 を ⽣ ま な い 福 祉 』と『 依 存 を ⽣ む 福 祉 』に 分

断 さ れ 、後 者 は 役 ⽴ た ず で 前 者 が 望 ま し い 」(桜 井 2020, p. 72)と さ れ て し ま い 、

福 祉 制 度 は ⾃ ⽴ ⽀ 援 型 へ と 転 換 し て い っ た 。こ の 状 況 に 対 し 、「 ⾃ ⽴ 」と「 依 存 」

の 関 係 性 を 根 本 的 に 問 い 直 し 、 分 断 や 排 除 、 抑 圧 性 を ⼩ さ く し て い く ⽅ 向 性 を

⽰ す こ と が 試 み ら れ て い る (広 瀬 ・ 桜 井 2020, p. 6)。  

ま た 、 公 助 及 び 共 助 へ の 不 信 が 拡 ⼤ す る こ と に よ っ て ⾃ ⼰ 責 任 へ と 追 い 詰 め

ら れ る ⾃ 助 社 会 を 終 わ ら せ る た め に 、 新 た な 包 摂 社 会 に 向 け た 問 題 提 起 も ⾏ わ

れ て い る (宮 本 2022, pp. 3-20)。 包 摂 さ れ な い ⾃ 由 を 踏 ま え 、 孤 独 な 状 態 に な

る 権 利 を 保 障 し つ つ 社 会 的 孤 ⽴ 状 態 に さ せ な い よ う に 、 法 制 度 に よ っ て 多 く の

⼈ や 機 関 に 依 存 で き る 仕 組 み の 構 築 が 求 め ら れ て い る (丸 ⾕ 2022, pp. 130-143)。 

社 会 福 祉 の 領 域 に お い て も 、⾃ ⽴ 概 念 に 関 す る 再 検 討 は ⾏ わ れ て き た 。1970

年 代 か ら 始 ま っ た ⾃ ⽴ ⽣ 活 運 動 で は 、 ⾃ ⽴ が で き ず 依 存 や 保 護 の 対 象 と さ れ て

し ま う よ う な 障 害 が あ る ⼈ 々 も ⾃ ⽴ ⽣ 活 を 営 む こ と は 可 能 で あ る こ と が 訴 え ら

れ た 。 ⾃ ⽴ ⽣ 活 と は 、 当 事 者 の ⾃ ⼰ 決 定 に よ っ て ⽣ 活 全 体 の 質 を 向 上 さ せ る こ

と で あ る た め 、 ⾃ 分 で 稼 ぐ こ と や ⾝ の 回 り の 世 話 が で き る こ と を 必 ず し も 意 味

 
1 ⼤ 阪 府 ⽴ ⼤ 学 ⼈ 間 社 会 シ ス テ ム 科 学 研 究 科 博 ⼠ 後 期 課 程  
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し な い 。 ⾃ ⼰ 決 定 の ⾃ ⽴ は 、 ⾃ ⽴ で き な い と い う ラ ベ リ ン グ に 抵 抗 す る 当 事 者

た ち に よ っ て 獲 得 さ れ た 新 た な ⾃ ⽴ 概 念 で あ る (真 鍋 2019, pp. 177-178)。当 事

者 研 究 者 の 熊 ⾕ は 、「 ⾃ ⽴ と は 依 存 先 が た く さ ん あ る こ と (multi-independence)」

(熊 ⾕ 2017, p. 48)だ と し 、 依 存 的 ⾃ ⽴ の あ り ⽅ を 提 ⽰ し て い る 。  

 こ の よ う に 、 ⾃ ⼰ 責 任 論 に も 結 び つ く 依 存 性 を 排 除 し た ⾃ ⽴ 観 に 対 し て 、 ⼈

間 の 依 存 性 を 主 張 す る 議 論 が 様 々 な 研 究 分 野 だ け で な く 当 事 者 運 動 に お い て も

展 開 さ れ て き て い る 。 し か し 、 社 会 福 祉 の 領 域 で は 、 ⾃ ⽴ と 依 存 の ⼆ 項 対 ⽴ に

だ け 着 ⽬ し た 議 論 を ⾏ う の で は 不 ⼗ 分 で は な い だ ろ う か 。 社 会 福 祉 は ⾃ ⼰ 実 現

を 究 極 の ⽬ 的 と し て 掲 げ 、 そ の た め の 規 範 と し て ⾃ ⽴ を 位 置 付 け る 。 し か し 、

な ぜ ⾃ ⼰ 実 現 が ⽬ 的 と さ れ る の か 、 な ぜ ⾃ ⽴ を 規 範 と す る こ と で ⾃ ⼰ 実 現 を ⽬

指 す こ と が で き る と い う ⽅ 向 性 を 持 つ の か 、 と 問 う と 、 そ こ に 明 確 な ⼈ 間 観 や

哲 学 が あ る わ け で は な い 。 秋 ⼭ や 加 藤 、 中 村 と い っ た 福 祉 の 哲 学 の 研 究 者 た ち

は 社 会 福 祉 学 の 根 底 に 存 在 す る 価 値・思 想・哲 学 の ⽋ 如 に 警 鐘 を 鳴 ら し て い る 。

今 ⽇ 、「 す ぐ 役 に ⽴ つ 」 援 助 技 術 や 政 策 制 度 が 求 め ら れ る が 故 に 、「 哲 学 が 喪 失

し た 社 会 福 祉 政 策 が 策 定 さ れ 、社 会 福 祉 実 践 が ⾏ わ れ て い る 」(中 村 2014, p. 1)

と ⾔ う 。 社 会 科 学 と し て の 社 会 福 祉 学 で は な く 、 他 者 の 苦 悩 を 扱 う ⼈ 間 科 学 と

の 総 合 科 学 と し て 、福 祉 哲 学 の 構 築 が 必 要 と さ れ て い る の で あ る (秋 ⼭ 2021, pp. 

1-3)。  

 福 祉 哲 学 の 必 要 性 が 説 か れ て い る 今 、 社 会 福 祉 が ⾃ 明 と し て き た 理 念 と し て

の ⾃ ⼰ 実 現 と 規 範 と し て の ⾃ ⽴ に 対 し 、 ⾃ ⽴ と 依 存 の ⼆ 項 対 ⽴ に 留 ま る の で は

な く 、 理 念 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 を め ぐ る 福 祉 の 哲 学 に ⽴ ち 返 る 必 要 が あ る 。 限 ら

れ た ⼈ 々 の み に よ っ て で は あ っ た が 、 今 ⽇ ま で 紡 が れ て き た 福 祉 の 哲 学 が 想 定

し て き た ⼈ 間 観 に 触 れ な が ら 、 本 論 で は 、 社 会 福 祉 に お け る ⾃ ⼰ 実 現 観 を 問 い

直 す 。 そ し て 、 社 会 福 祉 に お け る ⾃ ⽴ と 依 存 の ⼆ 項 対 ⽴ で は な い ⽀ 援 の あ り ⽅

を 検 討 す る た め に 、 ⾃ ⼰ 実 現 観 に お け る 新 た な 視 座 を 提 案 し 、 そ れ を も っ て 福

祉 哲 学 の 再 興 に も 寄 与 し た い 。  

第 ⼀ 章 で は 、 現 状 の 社 会 福 祉 に お け る ⾃ ⼰ 実 現 と ⾃ ⽴ の 扱 わ れ ⽅ に つ い て 確

認 す る 。古 川 孝 順 の 社 会 福 祉 の ⼆ 定 点 型 構 造 の ⽴ 場 か ら 社 会 福 祉 を 捉 え 、政 策 、

制 度 、 援 助 技 術 の そ れ ぞ れ の 理 念 や ⽬ 的 を 確 認 す る 。 そ し て 、 個 ⼈ (個 )と 社 会

(全 体 性 )、 価 値 (理 念 )と 規 範 (⽬ 的 )、 ⾃ ⽴ 規 範 の 主 体 と い う 3 つ の 観 点 を 念 頭

真鍋 里彩70



に 置 き 、 現 状 の 社 会 福 祉 に お け る ⾃ ⼰ 実 現 と ⾃ ⽴ の ⽤ い ら れ ⽅ を 整 理 す る 。  

第 ⼆ 章 で は 福 祉 の 哲 学 者 た ち に よ っ て 提 唱 さ れ て き た 社 会 福 祉 の 理 念 や ⼈ 間

観 を 整 理 し 、 第 ⼀ 章 で 確 認 し た 現 状 の 社 会 福 祉 に お け る ⾃ ⼰ 実 現 と ⾃ ⽴ の 取 り

扱 わ れ ⽅ と の 相 違 を 明 ⽰ す る 。 そ し て 、 応 答 的 依 存 関 係 と い う 視 点 か ら 現 代 の

福 祉 の 哲 学 に ⽋ け て い る 新 た な ⾃ ⼰ 実 現 観 へ の 視 座 を 提 案 す る 。  

 

11..  社社 会会 福福 祉祉 にに おお けけ るる ⾃⾃ ⼰⼰ 実実 現現 とと ⾃⾃ ⽴⽴   

 

  本 章 で は 、 社 会 福 祉 領 域 に お け る ⾃ ⼰ 実 現 概 念 と ⾃ ⽴ 概 念 の 扱 わ れ ⽅ に つ い

て 確 認 す る 。 詳 細 に つ い て は 第 2 章 で 触 れ る が 、 社 会 福 祉 の ⽬ 的 は 、 ⽣ 活 困 難

に 直 ⾯ し た ⼈ 々 に 対 す る ⾃ ⽴ ⽀ 援 と ⾃ ⼰ 実 現 の 促 進 だ と さ れ て い る ( 児 島 ら  

2015, pp. 168-169)。し か し 、現 代 社 会 で は 、⼈ 々 に 対 す る ⾃ ⽴ の 強 調 、そ し て 、

そ れ に 伴 う ⾃ ⽴ と 依 存 の ⼆ 項 対 ⽴ に 関 す る 議 論 が 中 ⼼ と な っ て お り 、 ⾃ ⼰ 実 現

概 念 は 不 透 明 な も の と な っ て い る 。 そ の た め 、 本 章 で は 、 社 会 福 祉 に お け る ⾃

⼰ 実 現 概 念 を ⾃ ⽴ 概 念 と の 関 わ り に 着 ⽬ し な が ら 確 認 す る 。  

 社 会 福 祉 の 捉 え ⽅ に つ い て は 多 数 の 議 論 が あ る が 、 本 論 で は 古 川 孝 順 を 参 照

す る 。 社 会 福 祉 学 は 、 制 度 ・ 政 策 論 と 援 助 技 術 （ ソ ー シ ャ ル ワ ー ク ） 論 が ⼆ 本

柱 と な り 、 時 と し て そ れ ら が 対 ⽴ し 社 会 福 祉 本 質 論 争 を 繰 り 広 げ な が ら 発 達 し

て き た 。1950 年 代 頃 か ら 社 会 福 祉 の 本 質 は 政 策 か 技 術 か の ⼆ 項 対 ⽴ で の 論 争 が

起 こ り 、 そ の 後 、 統 合 論 や ニ ー ズ 論 が 登 場 し パ ラ ダ イ ム シ フ ト が 始 ま る 。 古 川

は 、 現 代 に お け る 政 策 と 援 助 技 術 の 関 係 を 対 ⽴ で は な く 循 環 的 に 捉 え 、 社 会 福

祉 の ⼆ 定 点 型 構 造 を 論 じ た 。  

古 川 の ⼆ 定 点 型 構 造 の ⽴ 場 で は 、 社 会 福 祉 を 単 な る 政 策 で も 単 な る 援 助 技 術

で も な い 、 両 者 が と も に 含 ま れ 、 ⼀ 体 的 に 存 在 し て い る も の と し て 、 ソ ー シ ャ

ル ポ リ シ ー と ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の ⼆ 側 ⾯ か ら 捉 え る ( 東 洋 ⼤ 学 社 会 福 祉 学 会

2013, p. 7)。 従 来 別 個 に 捉 え ら れ て き た 政 策 と 援 助 技 術 を 制 度 と の 相 互 関 係 と

し て 考 え る 。 本 章 で は 、 古 川 の ⼆ 定 点 型 構 造 に 依 拠 し て 社 会 福 祉 を 捉 え 、 本 章

の 以 下 の 3 つ の 節 で は 、 援 助 技 術 、 制 度 、 政 策 の そ れ ぞ れ ⽴ 場 に お け る ⾃ ⼰ 実

現 概 念 及 び ⾃ ⽴ と の 関 係 性 を 探 る 。  
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図 1 社 会 福 祉 の ⼆ 定 点 型 構 造  

                                ※ 東 洋 ⼤ 学 社 会 福 祉 学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11--11  援援 助助 技技 術術 ((ソソ ーー シシ ャャ ルル ワワ ーー クク ))のの 倫倫 理理 にに おお いい てて   

本 節 で は 、 社 会 福 祉 の 三 本 柱 の 中 で も 、 ⽣ 活 に お け る ニ ー ズ を 抱 え た ⼈ 々 を

⽀ 援 す る 直 接 的 な 援 助 技 術 を 体 系 化 し た ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の 観 点 か ら ⾃ ⼰ 実 現

概 念 及 び ⾃ ⽴ を 捉 え る 。  

ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 専 ⾨ 職 の グ ロ ー バ ル 定 義 は 、 国 際 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 学 校 連

盟 (International Associations of Schools of Social Work: 以 下 IASSW)と 国 際 ソ

ー シ ャ ル ワ ー ク 連 盟 (International Federation of Social Workers: 以 下 IFSW)

に よ っ て 2001 年 に 作 成 さ れ 、 13 年 後 の 2014 年 に は 改 訂 版 が 出 さ れ て い る 。

改 訂 版 で は 、 以 下 の よ う に ソ ー シ ャ ル ワ ー ク を 定 義 す る 。  

 

ソ ー シ ャ ル ワ ー ク は 、社 会 変 ⾰ と 社 会 開 発 、社 会 的 結 束 、及 び ⼈ 々 の エ ン

パ ワ メ ン ト と 解 放 を 促 進 す る 、実 践 に 基 づ い た 専 ⾨ 職 で あ り 学 問 で あ る 。社

会 正 義 、⼈ 権 、集 団 的 責 任 、及 び 多 様 性 尊 重 の 諸 原 理 は 、ソ ー シ ャ ル ワ ー ク

の 中 核 を な す 。ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の 理 論 、社 会 科 学 、⼈ ⽂ 学 お よ び 地 域 ・ ⺠

族 固 有 の 知 を 基 盤 と し て 、ソ ー シ ャ ル ワ ー ク は 、⽣ 活 課 題 に 取 り 組 み ウ ェ ル

ビ ー イ ン グ を ⾼ め る よ う 、 ⼈ 々 や さ ま ざ ま な 構 造 に 働 き か け る (社 会 福 祉 専

⾨ 職 団 体 協 議 会 , ⽇ 本 社 会 福 祉 教 育 学 校 連 盟 2015) 

 

社 会 福 祉 専 ⾨ 職 団 体 協 議 会 の 「 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 専 ⾨ 職 の グ ロ ー バ ル 定 義 と

解 説 」 で は 、 新 定 義 の 特 徴 と し て 、 多 様 性 の 尊 重 、 ⻄ 洋 中 ⼼ 主 義 ・ 近 代 主 義 へ
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の 批 判 、 マ ク ロ な 社 会 変 ⾰ の 強 調 の 3 つ が 挙 げ ら れ て い る (社 会 福 祉 専 ⾨ 職 団

体 協 議 会 2016)。 こ の 改 訂 は 、 こ れ ま で の ソ ー シ ャ ル ワ ー ク に お け る ⻄ 洋 中 ⼼

主 義 的 な 価 値 観 、 特 に 個 ⼈ 主 義 か ら の 転 換 と な っ た 。 ポ ス ト モ ダ ン の 潮 流 が 反

映 さ れ 、 ⻄ 洋 以 外 の 伝 統 的 な 知 の 尊 重 や 相 互 依 存 的 な ⼈ 間 存 在 へ の 視 点 が 組 み

込 ま れ て い る 。 特 定 の ⽂ 化 に お け る 価 値 基 準 に よ っ て 、 そ の 他 の ⽂ 化 で ⽣ き る

⼈ 々 の 価 値 を 測 定 し て し ま う こ と の 暴 ⼒ 性 や ⼈ 間 の 本 質 に あ る 依 存 性 へ の 理 解

に つ い て 明 記 さ れ た 点 で 画 期 的 な 改 訂 だ と ⾔ え る だ ろ う 。  

ま た 、 本 項 で は あ え て 旧 定 義 か ら 変 わ ら ず 記 さ れ 続 け て い る ウ ェ ル ビ ー イ ン

グ の 増 進 に つ い て も 取 り 上 げ た い 。 旧 定 義 で は 、 以 下 の よ う に ソ ー シ ャ ル ワ ー

ク は 定 義 さ れ る 。  

 

ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 専 ⾨ 職 は 、⼈ 間 の 福 利 (ウ ェ ル ビ ー イ ン グ )の 増 進 を ⽬ 指

し て 、社 会 の 変 ⾰ を 進 め 、⼈ 間 関 係 に お け る 問 題 解 決 を 図 り 、⼈ び と の エ ン

パ ワ ー メ ン ト と 解 放 を 促 し て い く (社 会 福 祉 専 ⾨ 職 団 体 協 議 会 2016) 

 

旧 定 義 に お い て ウ ェ ル ビ ー イ ン グ は ⼈ 間 の 福 利 と い う ⽇ 本 語 に 訳 さ れ て い る 。

ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー が 、 ク ラ イ エ ン ト の ウ ェ ル ビ ー イ ン グ の 増 進 、 向 上 を ⽬ 指

す と い う 点 は 改 訂 の 前 後 で 変 化 し て お ら ず 、 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の 活 動 に お い て

重 要 な 指 針 で あ る こ と が わ か る 。  

⼀ 般 的 に 、 ウ ェ ル ビ ー イ ン グ と は 、 幸 福 、 福 祉 、 健 康 と い っ た 意 味 で ⽤ い ら

れ る こ と が 多 い 。 ウ ェ ル フ ェ ア も 同 じ く 福 祉 や 幸 福 と 訳 さ れ る 概 念 で あ る が 、

⾼ 橋 (1994)は 、ウ ェ ル フ ェ ア と ウ ェ ル ビ ー イ ン グ の 違 い を 以 下 の よ う に 区 別 す

る 。  

 

 ウ ェ ル ビ ー イ ン グ と い う 概 念 は 、 従 来 の 救 貧 的 な ウ ェ ル フ ェ ア （ 福 祉 )か

ら 、『 よ り 積 極 的 に ⼈ 権 を 尊 重 し 、 ⾃ ⼰ 実 現 を 保 障 す る 』 と い う 意 味 で あ る

(⾼ 橋 1994, p. 158) 

 

 そ も そ も ウ ェ ル フ ェ ア に 貧 困 救 済 の 意 味 を 付 与 し て い る の は ⽇ 本 だ け で あ り 、

誤 訳 だ と い う 経 済 学 か ら の 批 判 も 存 在 す る (東 ⽅ 2007, p.54)。 し か し 、 戦 後 の
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⽇ 本 の 社 会 福 祉 は 、 救 貧 的 あ る い は 慈 善 的 な 最 低 ⽣ 活 の 保 障 と い う ウ ェ ル フ ェ

ア か ら ⼈ 権 尊 重 を 重 視 す る ウ ェ ル ビ ー イ ン グ へ と 独 ⾃ の 転 換 を 遂 げ て き た 、 と

も ⾔ え る 。 こ の 背 景 に は 、 1948 年 に 国 連 総 会 で 採 択 さ れ た 「 世 界 ⼈ 権 宣 ⾔ 」、

1966 年 に 採 択 さ れ た「 国 際 ⼈ 権 規 約 」か ら 始 ま る 世 界 的 な ⼈ 権 保 障 に 関 す る 意

識 の ⾼ 揚 と 実 践 が 存 在 す る 。 ⽇ 本 で は 、 ⽣ 存 権 や 幸 福 追 求 権 に ⼈ 権 の 要 素 を ⾒

出 そ う と し て い る 。 ⽣ 存 権 と ⼈ 権 は 同 義 で は な い が 、 憲 法 第 25 条 2 項 に お い

て 、 国 の 責 務 と し て の 社 会 福 祉 、 社 会 保 障 、 公 衆 衛 ⽣ の 向 上 を ⽰ し て い る こ と

か ら 、 社 会 福 祉 学 に お い て ⽣ 存 権 は 特 別 に 扱 わ れ て い る 。 ま た 、 ⽣ 存 権 だ け で

は 満 た せ な い 権 利 を 幸 福 追 求 権 に よ っ て 保 障 で き る と し て 、 両 者 を 福 祉 の 理 念

の 基 軸 と し て き た と ⾔ わ れ て い る (篠 原 2017, p. 5)。 現 在 の 社 会 福 祉 で は ⼈ 権

尊 重 の ⼀ 環 と し て ⾃ ⼰ 実 現 が 保 障 さ れ て お り 、 こ の 歴 史 的 な 背 景 や 法 律 の ニ ュ

ア ン ス を 含 み 表 現 し て い る の が ウ ェ ル ビ ー イ ン グ と い う ⾔ 葉 で あ る 。 つ ま り 、

特 定 の 窮 ⺠ に 対 す る 最 低 限 度 の 救 済 と し て で は な く 、 す べ て の ⼈ に 対 す る ⼈ 権

の 尊 重 、 及 び ⾃ ⼰ 実 現 の 保 障 と し て の ウ ェ ル ビ ー イ ン グ の 増 進 の た め に ⼈ 々 を

⽀ 援 す る 存 在 が ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 専 ⾨ 職 だ と さ れ て い る 。  

 ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー は 倫 理 綱 領 に お い て 、 ⼈ 権 保 障 の ⼀ 環 と し て ⾃ ⼰ 実 現 の

保 障 を 意 味 す る ウ ェ ル ビ ー イ ン グ の 向 上 を 図 る こ と が 役 割 と し て 記 さ れ て い る 。

倫 理 綱 領 に お け る ウ ェ ル ビ ー イ ン グ と は 、 ⻄ 洋 近 代 的 な 価 値 観 や 個 ⼈ 主 義 的 な

も の で は な く 、 様 々 な 伝 統 的 な ⺠ 族 の 知 恵 や 相 互 依 存 的 な ⼈ 間 観 を 含 む 。 そ の

た め 、 ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー は 、 多 様 性 や 依 存 性 に 開 か れ た ⾃ ⼰ 実 現 を ⼈ 々 に 保

障 す る こ と を ⽬ 指 す 。 そ し て 、 こ の よ う な ⾃ ⼰ 実 現 を ⼈ 々 が 達 成 で き る 社 会 を

構 築 す る た め に 、 こ れ ま で ⾃ 明 と さ れ て き た ⻄ 洋 近 代 的 価 値 を 持 つ 社 会 そ の も

の の 変 ⾰ を ⽬ 指 し 、 マ ク ロ (社 会 )に 働 き か け る こ と も ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー の 使

命 に 含 ま れ る 。 倫 理 綱 領 に は 、 社 会 福 祉 ⽀ 援 の 規 範 と さ れ て い る ⾃ ⽴ に 関 す る

⽂ ⾔ は 含 ま れ て い な い 。 あ く ま で も 、 倫 理 綱 領 に お い て ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー の

役 割 と し て 掲 げ ら れ て い る の は 、 ⼈ 権 尊 重 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 を 意 味 す る ウ ェ ル

ビ ー イ ン グ の 増 進 、 向 上 で あ る 。  

次 節 で は 、 上 述 の よ う な 倫 理 を 持 つ ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー が 実 際 の 活 動 の 際 に

基 盤 と す る 法 律 に お い て ⽬ 的 と さ れ て い る 内 容 に つ い て 概 観 す る 。  
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11--22  社社 会会 制制 度度 のの ⽬⽬ 的的 にに おお いい てて   

本 節 で は 、 社 会 福 祉 に お い て 援 助 技 術 と 社 会 政 策 を つ な ぐ 役 ⽬ を 担 い 、 具 体

的 な 個 々 の ⽀ 援 の ⽅ 向 性 を 明 ⽰ す る 社 会 制 度 を 取 り 上 げ る 。 こ こ で は 、 ソ ー シ

ャ ル ワ ー カ ー が 基 盤 と す る 福 祉 に 関 わ る 法 律 の 中 で も 特 に 狭 義 の 社 会 福 祉 に あ

た る 福 祉 六 法 に 着 ⽬ す る 。  

福 祉 六 法 で は 、 法 律 の ⽬ 的 と し て ⾃ ⽴ が ⽰ さ れ て い る が 、 福 祉 六 法 の す べ て

が 制 定 当 初 か ら ⾃ ⽴ を ⽬ 的 と し て い た わ け で は な い 。牧 園 (2009)は 福 祉 六 法 に

お い て ⾃ ⽴ が 導 ⼊ さ れ る よ う に な っ た 時 期 を 表 1-2-1 の よ う に 整 理 す る 。   

 

 ⽼ ⼈ 福 祉 法 に お い て は 現 在 も ⾃ ⽴ に 関 す る 項 ⽬ は な い が 、 そ の 他 の 五 法 に お

い て は ⽀ 援 の ⽬ 的 と し て ⾃ ⽴ が 導 ⼊ さ れ て い る 。 表 1-2-1 か ら 分 か る よ う に 、

1990 年 代 以 降 社 会 福 祉 制 度 に お け る ⾃ ⽴ の 導 ⼊ は 進 む 。そ の 背 景 に は 、1995 年

の 社 会 保 障 制 度 審 議 会 勧 告 「 社 会 保 障 体 制 の 再 構 築 -安 ⼼ し て 暮 ら せ る 21 世 紀

の 社 会 を ⽬ 指 し て -」 (以 下 、 95 年 勧 告 )が あ り 、 こ れ に よ っ て 、「 保 護 ・ 救 済 」

か ら「 ⾃ ⽴ ⽀ 援 」へ と 転 換 し 始 め た と ⾔ わ れ て い る (京 極 2006, p. 14)。2000 年

の 社 会 福 祉 基 礎 構 造 改 ⾰ は こ の 95 年 勧 告 に よ っ て 理 論 的 な 総 仕 上 げ が ⾏ わ れ

た 。 ⾃ ⽴ ⽀ 援 を ⽬ 指 す 政 策 の 影 響 を 受 け 、 制 度 に お け る ⽀ 援 の ⽬ 的 に つ い て も

⾃ ⽴ が ⽤ い ら れ る よ う に な っ て い っ た 。  

福 祉 六 法 の う ち 、⽣ 活 保 護 法 、⾝ 体 障 害 者 福 祉 法 、知 的 障 害 者 福 祉 法 、⺟ ⼦・

表 1-2-1 福 祉 法 に お け る ⾃ ⽴ 概 念 等 の 導 ⼊  

※ 牧 園 2009, p. 223 
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寡 婦 福 祉 法 に は 、⾃ ⽴ を 援 助・助 ⻑ す る と い う ⽂ ⾔ が あ る 2。⽀ 援 者 が ク ラ イ エ

ン ト の ⾃ ⽴ を 援 助 す る 、 と い う 点 が 記 さ れ て い る 。 ⼀ ⽅ で 、 こ れ ら の 法 律 は ク

ラ イ エ ン ト ⾃ ⾝ が ⾃ ⽴ を ⽬ 指 す こ と の 必 要 性 も ⽰ し て い る 。 そ れ ぞ れ の 法 律 に

お い て 、 ク ラ イ エ ン ト が 求 め ら れ て い る 姿 を 表 1-2-2 の よ う に 整 理 し 、 現 代 の

⾃ ⽴ 観 に 当 て は め て 捉 え て み た 。こ こ で の ⾃ ⽴ の 定 義 は 、『 福 祉 社 会 辞 典 』を 参

考 に す る 。 た だ し 、 児 童 福 祉 法 に つ い て は 、 発 達 保 障 の 領 域 も 含 む た め 『 現 代

教 育 学 辞 典 』 に お け る ⾃ ⽴ の 定 義 も 参 照 し て い る 。  

こ こ で 注 意 し た い の は 、 児 童 福 祉 法 は あ く ま で も す べ て の ⼦ ど も が 保 障 さ れ

る 権 利 を ⽰ し て い る と い う 点 で あ る 。 ⼦ ど も た ち ⾃ ⾝ が 達 成 す べ き 課 題 と し て

成 ⻑ や 発 達 が 述 べ ら れ て い る の で は な く 、 保 護 者 等 や 国 、 地 ⽅ ⾃ 治 体 が 保 障 す

べ き 権 利 と し て 明 記 さ れ て い る 。  

児 童 福 祉 法 以 外 の 五 法 で は 、 ク ラ イ エ ン ト ⾃ ⾝ が 「 努 め る 」 内 容 が 記 さ れ て

い る 。 そ れ ぞ れ の 法 律 が 対 象 と す る ⽣ 活 問 題 に よ っ て ⾃ ⽴ の 意 味 は 異 な る が 、

⾃ ⽴ 概 念 と 照 ら し 合 わ せ て 理 解 す る こ と が で き る 。⽣ 活 保 護 法 で は 義 務 と し て 、

⾝ 体 障 害 者 福 祉 法 及 び 知 的 障 害 者 福 祉 法 、 ⺟ ⼦ 及 び ⽗ ⼦ 並 び に 寡 婦 福 祉 法 で は

努 ⼒ と し て ⾃ ⽴ す る こ と が 求 め ら れ て い る 。 先 述 し た が 、 こ れ ら の 法 律 は 、 ⽀

援 者 が ク ラ イ エ ン ト の ⾃ ⽴ を 援 助 す る と い う ⽂ ⾔ が 条 ⽂ に 含 ま れ て い る 。 そ の

た め 、⽀ 援 者 に と っ て も ク ラ イ エ ン ト に と っ て も ⾃ ⽴ は ⽬ 指 す べ き 規 範 と な る 。 

 

 

 

 

 

 
2 児 童 福 祉 法 は 、 全 て の 児 童 が 適 切 に 養 育 さ れ 、 ⽣ 活 を 保 障 さ れ 、 愛 さ れ 、 保
護 さ れ 、 ⼼ ⾝ の 健 や か な 成 ⻑ 、 発 達 並 び に ⾃ ⽴ が 図 ら れ る こ と 、 そ の 他 の 福 祉
を 等 し く 保 障 さ れ る 権 利 を 有 す る こ と を 規 定 す る 。 す べ て の ⼦ ど も が 様 々 な 権
利 を 保 障 さ れ る こ と を ⽰ し て お り 、「 ⾃ ⽴ 」 を 援 助 さ れ る こ と を ⽰ し て い る わ
け で は な い 。  
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⼀ ⽅ で 、 ⽀ 援 者 で あ る ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー の 使 命 で あ る に も 関 わ ら ず 、 福 祉

六 法 で は ⾃ ⼰ 実 現 と い う 単 語 が ⽤ い ら れ て い な い 。 法 律 に よ っ て 、 就 労 等 を 通

し た 社 会 (経 済 )活 動 へ の 参 加 が 促 さ れ て お り 、 ク ラ イ エ ン ト は 何 か し ら の 活 動

を 通 し て 他 者 と 繋 が り を 持 つ こ と が 必 要 と さ れ て い る 。 社 会 福 祉 ⽀ 援 が ⾃ ⽴ す

る こ と で ⾃ ⼰ 実 現 を ⽬ 指 す と い う ⽅ 向 性 を 持 つ の で あ れ ば 、 福 祉 六 法 は ⼈ と の

繋 が り の 中 で ⽣ 活 を 営 む と い う ⾃ ⽴ を す る こ と に よ っ て 、 ⾃ ⼰ 実 現 を 志 向 す る

と い う 道 筋 を ⽰ 唆 し て い る と ⾔ え る だ ろ う 。 福 祉 六 法 が 依 存 性 を 考 慮 し た 繋 が

り 作 り の 必 要 性 を 説 い て い る と 解 釈 す る こ と も で き る が 、 し か し 、 勤 労 に 励 む

こ と や 障 害 を 克 服 す る こ と 、 職 業 ⽣ 活 の 安 定 な ど を 強 調 し て い る 点 を 考 慮 す る

と 、 ⾃ ⼰ 責 任 論 に 基 づ い た 他 者 に 頼 ら な い と い う 個 的 な ⾃ ⽴ を 重 視 し て い る 点

も 踏 ま え る 必 要 が あ る 。  

ま た 、 ⼦ ど も や ⾼ 齢 者 に 対 す る 制 度 は 、 ⽀ 援 者 の 規 範 と し て ク ラ イ エ ン ト の

⾃ ⽴ を 助 ⻑ す る こ と を 明 記 し て い な い 点 に も 触 れ て お き た い 。児 童 福 祉 法 で は 、

⾃ ⽴ の 助 ⻑ で は な く 、 ⽀ 援 者 が ク ラ イ エ ン ト の 権 利 の 保 障 を ⾏ う こ と が ⽰ さ れ

て い る 。 ⾼ 齢 者 福 祉 法 で は 、 ⾃ ⽴ と 読 み 替 え る こ と が で き る 条 ⽂ も あ る が 、 ⾃

⽴ と い う 単 語 ⾃ 体 は 唯 ⼀ 未 だ に 使 わ れ て い な い 。⼦ ど も 及 び ⾼ 齢 者 に 対 し て は 、

更 ⽣ や ⾃ ⽴ と い う 現 状 か ら 何 か し ら 変 化 す る こ と を ク ラ イ エ ン ト ⾃ ⾝ に 求 め て

い な い 。 ク ラ イ エ ン ト ⾃ ⾝ で は な く 、 ⽀ 援 者 側 が ⾏ う べ き 権 利 保 障 の 視 点 が 強

表 1-2-2 福 祉 六 法 に お い て ク ラ イ エ ン ト が 求 め ら れ る 姿 と ⾃ ⽴ 観  
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い 。 例 え ば 、 全 国 児 童 養 護 施 設 協 議 会 は 、 倫 理 綱 領 に お い て ⼦ ど も の 「 ⾃ ⼰ 実

現 と ⾃ ⽴ の た め に 継 続 的 な 援 助 を 保 障 す る 養 育 」 ( 全 国 児 童 養 護 施 設 協 議 会

2010, p. 1)を 使 命 と す る こ と を 明 記 し 、 ⽀ 援 者 が ⾃ ⽴ と ⾃ ⼰ 実 現 の た め の 援 助

を す る こ と を 表 明 す る 。 全 国 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 協 議 会 は 、「 ⾃ ⼰ 実 現 介 護 」 (全 国 ⽼

⼈ 福 祉 施 設 協 議 会 2017, p. 1)と い う ⽀ 援 ⽅ 針 を 打 ち 出 し 、 利 ⽤ 者 の ⾃ ⼰ 実 現 を

⽀ 援 し 保 障 す る こ と が ⽀ 援 の ⽅ 向 性 と し て ⽰ さ れ て い る 。 す べ て の ⼈ 間 が ⽣ き

る 上 で 避 け る こ と が で き な い 時 間 の 流 れ に よ っ て ⽣ じ る 困 難 に 対 し て は 、 ⾃ ⽴

と い う ⼿ 法 に よ っ て ⾃ ら 解 決 す る の で は な く 、 守 ら れ る べ き 権 利 と し て ⽀ 援 者

が 保 障 す る 。 そ し て そ の ⽀ 援 で は 、 ⾃ ⽴ の 強 調 で は な く ⾃ ⼰ 実 現 が ⾒ 据 え ら れ

て い る 。  

ク ラ イ エ ン ト の ⾃ ⼰ 実 現 の 保 障 を ⽬ 指 す ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 専 ⾨ 職 者 が ⽀ 援 の

根 拠 と し て い る 福 祉 六 法 で は 、 ⽀ 援 の ⽬ 的 と し て ⾃ ⽴ が 強 調 さ れ る 。 社 会 福 祉

⽀ 援 が ⾃ ⽴ に よ っ て ⾃ ⼰ 実 現 を ⽀ 援 す る こ と を 意 図 し て い る な ら ば 、 社 会 参 加

と い う ⾃ ⽴ を 強 調 す る こ と で ⾃ ⼰ 実 現 に 繋 げ よ う と し て い る と 捉 え る こ と は で

き る 。 た だ し 、 条 ⽂ だ け で は 依 存 性 の 考 慮 に つ い て は 読 み 取 る こ と が で き な い

た め 、 次 節 の 社 会 政 策 に お け る ⾃ ⽴ 観 を 確 認 し た い 。  

⽀ 援 者 の 規 範 と し て の ⾃ ⽴ 及 び ク ラ イ エ ン ト の 規 範 と し て の ⾃ ⽴ は 、 障 が い

者 、 ⽣ 活 保 護 受 給 者 、 ひ と り 親 へ の ⽀ 援 に お い て 必 要 と さ れ て い る 。 ⼀ ⽅ で 、

⼦ ど も や ⾼ 齢 者 に 対 し て は 、 ⾃ ら ⾃ ⽴ を ⽬ 指 す こ と も ⽀ 援 者 が ⾃ ⽴ を 促 す こ と

も 明 記 さ れ て い な い 。 つ ま り 、 時 間 軸 が 直 接 的 に 影 響 を 与 え て い る わ け で は な

い ⽣ 活 問 題 に 対 し て は 、 ⾃ ⼰ 責 任 的 な 捉 え を し て い る と 考 え ら れ る 。  

ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 専 ⾨ 職 は 利 ⽤ 者 の ⾃ ⼰ 実 現 を 保 障 す る こ と を 職 業 倫 理 と し 、

社 会 制 度 に 準 じ た ⽀ 援 を 展 開 す る が 、 社 会 制 度 は ⽀ 援 者 及 び ク ラ イ エ ン ト に ⾃

⽴ を 強 調 す る 内 容 と な っ て お り 、 ⾃ ⼰ 実 現 の 保 障 に つ い て は 記 さ れ て い な い 。

ま た 、 ⽣ 活 問 題 の 内 容 に よ っ て 、 ⾃ ⽴ が 求 め ら れ る か ど う か が 変 わ る た め 、 全

て の ク ラ イ エ ン ト が 必 ず し も ⾃ ⽴ の 主 体 と な る わ け で は な い 。 社 会 制 度 だ け で

は 、 ク ラ イ エ ン ト の 依 存 性 が 考 慮 さ れ て い る か ど う か を 読 み 解 く こ と が で き な

い た め 、 次 節 で 扱 う 社 会 政 策 に お い て ⾃ ⼰ 実 現 概 念 及 び ⾃ ⽴ が ど の よ う に 表 現

さ れ て い る の か 、 ⼈ 間 の 依 存 性 や ク ラ イ エ ン ト の 主 体 性 に 着 ⽬ し な が ら 確 認 し

て い く 。  
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11--33  社社 会会 政政 策策 のの 役役 割割 にに おお いい てて   

  援 助 技 術 に お け る 専 ⾨ 職 の 倫 理 綱 領 に は 、 ク ラ イ エ ン ト の ⼈ 権 尊 重 と し て の

⾃ ⼰ 実 現 の 保 障 が 規 定 さ れ て い る 。 専 ⾨ 職 が ⽀ 援 の 際 に 依 拠 す る 福 祉 制 度 は 、

ク ラ イ エ ン ト ⾃ ⾝ に ⾃ ⽴ を 促 し つ つ 、 ⽀ 援 者 に も ク ラ イ エ ン ト の ⾃ ⽴ を 援 助 す

る こ と を 求 め て い る 。 本 節 で は 、 社 会 制 度 に よ っ て 援 助 技 術 と 結 び 付 い て い る

社 会 政 策 が ⾃ ⼰ 実 現 概 念 及 び ⾃ ⽴ と の 関 係 性 を ど の よ う に 捉 え て い る の か に つ

い て 整 理 す る 。 特 に 、 厚 ⽣ 労 働 ⽩ 書 か ら 社 会 政 策 の 変 遷 を 捉 え る 。  

厚 ⽣ 労 働 ⽩ 書 に は 、 タ イ ト ル に ⾃ ⼰ 実 現 と い う ⾔ 葉 を 含 む も の は な い が 、 ⾃

⽴ と い う ⾔ 葉 を 含 む も の は 複 数 存 在 し て い る 。 平 成 13 年 度 「 ⽣ 涯 に わ た り 個

⼈ の ⾃ ⽴ を ⽀ 援 す る 厚 ⽣ 労 働 ⾏ 政 」、平 成 20 年 度「 ⽣ 涯 を 通 じ た ⾃ ⽴ と ⽀ え 合

い 〜 暮 ら し の 基 盤 と 社 会 保 障 を 考 え る 〜 」、平 成 21 年 度「 暮 ら し と 社 会 の 安 定

に 向 け た ⾃ ⽴ ⽀ 援 」 の 3 つ だ 。 さ ら に こ の 3 つ に 加 え て 、社 会 保 障 の ⾒ 直 し を

⾏ な っ て い る 平 成 24 年 度 「 社 会 保 障 を 考 え る 」 に つ い て も 本 論 で は 取 り 上 げ

る 。  

平 成 13 年 度 の 厚 ⽣ 労 働 ⽩ 書 は 、「 豊 か さ の 中 で 国 ⺠ が 求 め る『 ⾃ ⽴ 』」と い う

テ ー マ で 序 ⽂ が 記 さ れ て い る 。 世 帯 構 造 や 家 族 の 機 能 、 雇 ⽤ 慣 ⾏ な ど が ⼤ き く

変 化 し 、 個 ⼈ が ⼀ つ の 「 場 」 に だ け に 帰 属 す る こ と が 困 難 な 社 会 と な り 個 々 ⼈

の 努 ⼒ が 求 め ら れ て い る ⼀ ⽅ で 、 国 ⺠ ⾃ ら ⼈ ⽣ を 設 計 し ⾃ ⼰ 実 現 を 望 む 思 考 が

⾼ ま っ て い る 、 と 時 代 背 景 を 説 明 す る 。 社 会 と 良 好 な 関 係 を 保 ち つ つ ⾃ ⼰ の 能

⼒ を 最 ⼤ 限 発 揮 し 、 個 性 を 活 か し て ⽣ き る こ と が 個 ⼈ の ⼈ ⽣ の 充 実 と 社 会 の 活

性 化 に 繋 が る と 考 え る 、 と 個 ⼈ と 社 会 の 相 互 関 係 に つ い て 着 ⽬ す る 。 そ し て 、

社 会 の 中 で ⾃ ⼰ 実 現 を 追 求 し て ⽣ き る た め の 基 盤 と し て ⾃ ⽴ を 位 置 付 け 、 ⾃ ⽴

の 達 成 を ⽀ 援 す る セ ー フ テ ィ ー ネ ッ ト が 社 会 保 障 の 役 割 だ と す る (厚 ⽣ 労 働 省

2001)。 個 々 ⼈ が 社 会 の 中 で ⾃ 分 ら し く ⾃ ⼰ 実 現 す る こ と が 社 会 の 発 展 に 繋 が

る と 捉 え て い る た め 、 国 ⺠ 主 体 の 視 点 を 持 っ て お り 、 社 会 の 活 性 化 の た め に 国

⺠ の ⾃ ⼰ 実 現 を ⽀ え る の が 社 会 保 障 だ と ⽰ し て い る 。  

平 成 20 年 度 厚 ⽣ 労 働 ⽩ 書 の 主 題 は 、 少 ⼦ ⾼ 齢 化 に 伴 う ⼈ ⼝ 減 少 社 会 の 到 来

に 対 し 、 国 ⺠ ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ の 「 ⾃ ⽴ 」 と 「 ⽀ え 合 い 」 を ど う 強 化 し て い く か 、 と い

う 点 で あ る 。 こ の 課 題 に 対 し 、 厚 ⽣ 労 働 省 は 個 々 ⼈ の ⾃ ⽴ と 地 域 で の ⽀ え 合 い

を 強 化 し て い く こ と を 任 務 と す る 。 (厚 ⽣ 労 働 省 2008, p. 2)。 平 成 13 年 度 と ⽐
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較 す る と 、 労 働 ⼈ ⼝ や 需 要 の 減 少 に 伴 う 社 会 経 済 へ の 影 響 を 危 惧 す る 意 味 合 い

が 強 く な っ て い る 。 不 安 定 な 就 労 形 態 や 正 社 員 の ⻑ 時 間 労 働 を 例 と し て 挙 げ 、

雇 ⽤ の 確 保 及 び 環 境 整 備 と 併 せ て 、 社 会 保 障 制 度 を 適 切 に 運 営 す る こ と で 、 ⼈

⽣ の 各 段 階 に 応 じ た 仕 事 と ⽣ 活 の 調 和 が 図 ら れ た 社 会 の 実 現 を ⽬ 指 す 。⼀ ⽅ で 、

個 ⼈ の ⾃ 助 努 ⼒ だ け で 対 応 で き な い リ ス ク を 想 定 し 、 社 会 全 体 で 「 ⽀ え 合 う 」

仕 組 み と し て の 社 会 保 障 を 国 ⺠ に 信 頼 さ れ る も の と し て 構 築 し て い く 必 要 性 を

述 べ て い る (厚 ⽣ 労 働 省 2008, p. 3)。 経 済 及 び 職 業 的 ⾃ ⽴ を 重 視 す る も の の 、

就 労 で き な い 状 況 や 収 ⼊ の 低 下 を 単 純 に ⾃ ⼰ 責 任 と し て 矮 ⼩ 化 せ ず 、 社 会 保 障

の 責 任 と し て 地 域 づ く り や 制 度 設 計 を ⾏ う こ と を 明 記 し て い る 。  

平 成 21 年 度 で は 、 厳 し い 経 済 状 況 下 で ⾃ ⽴ に 困 難 を 抱 え る ⼈ た ち が 増 え て

い る 中 、 ⾃ ⽴ し た 個 ⼈ に よ っ て ⽀ え ら れ て い る セ ー フ テ ィ ー ネ ッ ト と し て の 社

会 保 障 を い か に 維 持 す る か 、 が 論 点 と な っ て い る (厚 ⽣ 労 働 省 2009, p. 2)。 個

⼈ の ⾃ ⽴ と 社 会 保 障 の 機 能 の 相 互 関 係 に 焦 点 を 当 て る が 、 す べ て の ⼈ が 充 実 し

た ⼈ ⽣ を 送 る こ と を ⽀ え る セ ー フ テ ィ ー ネ ッ ト と し て の 社 会 保 障 を 有 効 に 機 能

さ せ る ⼿ 段 と し て 個 ⼈ の ⾃ ⽴ の 必 要 性 を 強 調 す る 。 個 々 ⼈ が 経 済 的 ⾃ ⽴ を す る

こ と に よ っ て 社 会 保 障 の 担 い ⼿ と な り 、「 我 が 国 社 会 の 持 続 的 発 展 が 可 能 と な

る 」 (厚 ⽣ 労 働 省 2009, p. 105)と し 、「 厳 し い 経 済 情 勢 」 を 個 ⼈ の ⾃ ⽴ ⽀ 援 に よ

っ て 乗 り 越 え よ う と し て い る 。 不 況 に 直 ⾯ し 、 不 景 気 に お け る 社 会 保 障 の 維 持

を 個 ⼈ の ⾃ ⽴ (と り わ け 、 経 済 ・ 職 業 的 ⾃ ⽴ )と 結 び つ け る こ と に よ っ て 、 個 ⼈

の ⾃ ⽴ が 規 範 化 さ れ て い る と 考 え ら れ る 。  

 平 成 24 年 度 の 厚 ⽣ 労 働 ⽩ 書 で は 、 序 ⽂ に て マ イ ケ ル ・ サ ン デ ル の 正 義 論 を

紹 介 し つ つ 「 善 」 や 「 正 義 」 に 対 す る 国 ⺠ の 関 ⼼ が ⾼ ま っ て い る と 現 代 社 会 を

分 析 す る 。 そ し て 、 貧 富 の 格 差 や 社 会 的 排 除 が ⾝ 近 な 存 在 と な り 、 過 去 に ⽐ べ

て 希 望 が 持 て な い と ⾔ わ れ て い る 社 会 状 況 の 中 で 、 ど の よ う な 社 会 を ⽬ 指 し 、

社 会 保 障 制 度 を ど う 変 容 さ せ る べ き か 、 と 問 う (厚 ⽣ 労 働 省 2012, p. 2)。「 第 2

章  社 会 保 障 に 関 す る 理 念 と 哲 学 」で は 、近 現 代 社 会 の ⼈ 間 像 で あ る ⾃ ⽴ し た 個

⼈ の 達 成 困 難 性 に 触 れ る 。 レ オ ン ・ ブ ル ジ ョ ワ の 連 帯 思 想 を 引 ⽤ し 、 ⾃ 然 的 連

帯 と 義 務 的 な 連 帯 に よ っ て ⼈ 間 社 会 は 発 展 し て き て お り 、 こ れ ら を 果 た す こ と

で 社 会 正 義 を 実 現 す べ き だ と 説 明 す る 。 ま た 、 ブ ル ジ ョ ワ の 連 帯 思 想 か ら 、 ⽇

本 の 社 会 保 障 制 度 や 「 社 会 保 障 と 税 の ⼀ 体 改 ⾰ 」 に お け る ⾃ 助 、 共 助 、 公 助 の
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好 循 環 の 重 要 性 を 説 く 。⼈ 間 は ⾃ ら の ⼒ だ け で ⽣ き て い く こ と が で き な い た め 、

「 社 会 全 体 で 連 帯 し て 、 お 互 い の ⾃ ⽴ を ⽀ え 合 っ て ⽣ き て い く こ と が 、 ⽣ き ⽣

き と し た 活 ⼒ の あ る 社 会 を つ く る こ と に つ な が る 」 (厚 ⽣ 労 働 省 2012, p. 22)と

い う 。巻 末 の 参 考 資 料 で は 、本 年 に お け る 社 会 保 障 改 ⾰ の ポ イ ン ト と し て 、「 共

助 ・ 連 帯 を 基 礎 と し て 国 ⺠ ⼀ ⼈ ⼀ ⼈ の ⾃ ⽴ を ⽀ 援 」、「 世 代 間 だ け で な く 世 代 内

で の 公 平 を 重 視 」を あ げ て い る 。平 成 21 年 度 で は 、セ ー フ テ ィ ネ ッ ト と し て の

社 会 保 障 の 維 持 の た め の 個 ⼈ の ⾃ ⽴ で あ っ た が 、平 成 24 年 度 に な る と 、共 助・

連 帯 と い っ た よ り ⾝ 近 な ⼈ 々 の た め に 個 ⼈ の ⾃ ⽴ の 必 要 性 を ⽰ す 。 ⼈ 間 は ⼀ ⼈

で ⽣ き て い け な い こ と を 指 摘 し つ つ も 、 そ れ 故 の 依 存 性 の 保 障 で は な く 、 社 会

保 障 に よ る ⾃ ⽴ の ⽀ 援 の 必 要 性 を 展 開 し て い る 。  

平 成 13 年 の 厚 ⽣ 労 働 ⽩ 書 の 内 容 は 、 前 年 に 公 布 さ れ た 社 会 福 祉 基 礎 構 造 改

⾰ の 内 容 を 反 映 し て 作 成 さ れ て い る と 考 え ら れ る 。 平 成 12 年 に 公 布 さ れ た 社

会 福 祉 基 礎 構 造 改 ⾰ は 、 新 ⾃ 由 主 義 的 改 ⾰ で あ り 、 多 様 化 す る 福 祉 ニ ー ズ に 対

し て 根 本 的 な 政 策 の パ ラ ダ イ ム シ フ ト を も た ら し た と ⾔ わ れ て い る 。「 措 置 か

ら 契 約 へ 」 と い う サ ー ビ ス 利 ⽤ に お け る ⼤ き な 転 換 に よ っ て 、 利 ⽤ 者 が ⾃ ら サ

ー ビ ス を ⾃ ⼰ 選 択 、 ⾃ ⼰ 決 定 す る こ と が 可 能 と な っ た 。 そ れ ま で の ⾏ 政 処 分 と

し て の サ ー ビ ス 利 ⽤ か ら 、 利 ⽤ 者 の ⾃ 由 な 選 択 に 基 づ く サ ー ビ ス 提 供 者 と の 対

等 な 関 係 で の 権 利 の ⾏ 使 へ と 変 化 し た こ と は 画 期 的 で あ ろ う 。 し か し 、 利 ⽤ 者

負 担 の 増 加 や 情 報 格 差 あ る い は ハ ン デ ィ の 影 響 で 必 要 な サ ー ビ ス を 適 切 に 契 約

で き な い 場 合 も あ る 。当 時 、公 的 責 任 の 後 退 だ と い う 批 判 も 強 く あ が っ た (岡 崎

2005, p. 36)。社 会 福 祉 基 礎 構 造 改 ⾰ の 主 要 な 論 点 の 中 で 、福 祉 サ ー ビ ス に つ い

て の 以 下 の よ う な 記 述 が あ る 。  

 

サ ー ビ ス 利 ⽤ 者 を 弱 者 保 護 の 対 象 と し て と ら え る の で は な く 、 個 ⼈ の ⾃ ⽴

と ⾃ ⼰ 実 現 を ⽀ 援 す る 福 祉 サ ー ビ ス に ふ さ わ し い 、 利 ⽤ 者 と サ ー ビ ス 提 供 者

と の 対 等 な 関 係 を 確 ⽴ す る （ 社 会 福 祉 事 業 等 の 在 り ⽅ に 関 す る 検 討 会 1997, 

p. 1）  

 

 社 会 福 祉 基 礎 構 造 改 ⾰ の 際 に 重 視 さ れ た 個 ⼈ の ⾃ ⽴ は 、 弱 者 保 護 と し て の ⽀

援 で は な く 権 利 の 保 障 と し て の ⽀ 援 を 展 開 す る た め の 指 標 で あ っ た 。 し か し 、
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そ の 後 の 不 況 の 影 響 も 相 ま っ て 、 ⾃ ⼰ 実 現 の 保 障 よ り も ⽇ 本 社 会 の 発 展 や 地 域

社 会 に お け る 連 帯 の た め に 個 ⼈ へ ⾃ ⽴ を 求 め 、 そ の た め の 規 範 と し て ⾃ ⽴ が 扱

わ れ る よ う に な っ て い る 。  

 

11--44 社社 会会 福福 祉祉 にに おお けけ るる ⾃⾃ ⼰⼰ 実実 現現 のの 等等 閑閑 視視 とと ⾃⾃ ⽴⽴ のの 強強 調調      

 こ こ ま で 社 会 福 祉 に お け る ⾃ ⼰ 実 現 と ⾃ ⽴ の 扱 わ れ ⽅ に つ い て 確 認 し て き た 。

本 節 で は 、個 ⼈ (個 )と 社 会 (全 体 性 )、価 値 (理 念 )と 規 範 (⽬ 的 )、⾃ ⽴ 規 範 の 主 体

の 三 つ の 観 点 を 念 頭 に 置 き つ つ 以 上 の 議 論 を 整 理 し た い 。  

援 助 技 術 に お い て 、 ク ラ イ エ ン ト の ⼈ 権 尊 重 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 の 保 障 を ⽀ 援

者 は 倫 理 的 価 値 と す る 。 ま た 、 ⽀ 援 者 に は ⻄ 洋 近 代 主 義 的 な 価 値 へ の 批 判 、 多

様 性 の 尊 重 、 相 互 依 存 的 な ⼈ 間 存 在 へ の 視 点 を 専 ⾨ 知 と し て 有 し た ⽀ 援 が 求 め

ら れ て い る 。⻄ 洋 近 代 的 な 視 点 で 多 種 多 様 な ⼈ 間 を 全 体 に 包 含 す る の で は な く 、

多 様 な ⼈ 間 の 個 性 を 尊 重 す る た め の ⽀ 援 で あ る 。 ⽀ 援 者 で あ る ソ ー シ ャ ル ワ ー

カ ー は あ く ま で も ク ラ イ エ ン ト の 権 利 を 保 障 す る 存 在 で あ り 、 ク ラ イ エ ン ト の

権 利 を 保 障 す る た め に 社 会 変 ⾰ を も 使 命 に 含 む 。  

社 会 政 策 は 、 社 会 福 祉 基 礎 構 造 改 ⾰ 以 降 、 窮 ⺠ に 対 す る 最 低 限 度 の 救 済 で は

な く 権 利 保 障 と し て 個 ⼈ の ⾃ ⽴ と ⾃ ⼰ 実 現 を ⽀ え る 仕 組 み へ と 転 換 し た 。 社 会

の 中 で ⾃ ⼰ 実 現 を 追 求 し て ⽣ き る た め の 基 盤 に ⾃ ⽴ を 位 置 づ け 、 そ れ を ⽀ え る

セ ー フ テ ィ ネ ッ ト が 社 会 政 策 だ と す る 。個 ⼈ と 社 会 の 相 互 関 係 に 着 ⽬ し つ つ も 、

個 ⼈ の ⼈ ⽣ の 充 実 が 社 会 の 活 性 化 に 繋 が る と 考 え 、 個 ⼈ の ⾃ ⼰ 実 現 の 保 障 を 役

割 と し て 担 お う と し て い た 。 し か し 、 少 ⼦ ⾼ 齢 化 の 加 速 や 不 安 定 就 労 の 増 加 、

景 気 後 退 と い っ た 社 会 の 変 動 と 共 に 個 ⼈ の ⾃ ⼰ 実 現 の 保 障 が 等 閑 視 さ れ 、 個 ⼈

の ⾃ ⽴ ⽀ 援 ば か り に 焦 点 が 当 て ら れ る よ う に な る 。 国 家 や 社 会 の 維 持 と 個 ⼈ の

⾃ ⽴ が 結 び つ け ら れ る こ と に よ っ て 、 避 け よ う の な い 規 範 と し て 個 ⼈ の ⾃ ⽴ が

強 調 さ れ る よ う に な っ て い る 。  

援 助 技 術 と 社 会 政 策 を 結 ぶ 社 会 制 度 は 、 す べ て の ⼈ が 経 験 す る と さ れ る ⼦ ど

も 期 と ⾼ 齢 期 に お け る ⽣ 活 問 題 に 対 し て は 、 ⽀ 援 者 に も ク ラ イ エ ン ト に も 直 接

的 に は ⾃ ⽴ を 促 さ ず 、 よ り 良 く ⽣ き る た め の 権 利 の 保 障 を ⾏ う 。 具 体 的 な 実 践

の 場 で は ⾃ ⼰ 実 現 へ の ⽀ 援 が ⽀ 援 者 の 使 命 と し て 掲 げ ら れ る こ と も あ る 。 ⼀ ⽅

で 、貧 困 や ひ と り 親 、障 が い に 関 わ る 法 律 で は 、⾃ ⽴ へ の 努 ⼒ や 必 要 性 を 説 く 。
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そ の 際 に ⾃ ⼰ 実 現 と い う ⾔ 葉 が ⽤ い ら れ る こ と は な い 。 ⾃ ⽴ す る こ と に よ っ て

⾃ ⼰ 実 現 を ⽬ 指 す と い う ⽅ 向 性 を 社 会 福 祉 が 有 す る こ と を 前 提 と す る の で あ れ

ば 、 ⾃ ⼰ 実 現 の た め に ⾃ ⽴ を 強 調 し て い る と も 捉 え ら れ る 。 し か し 、 社 会 政 策

の 変 遷 に 鑑 み る と 、 現 代 に お い て は 、 個 ⼈ の ⾃ ⼰ 実 現 で は な く 、 集 団 に 寄 与 す

る た め に 個 ⼈ の ⾃ ⽴ が 求 め ら れ て い る と 読 み 取 る こ と が で き る 。 福 祉 制 度 は 、

⽣ 活 問 題 の 種 類 に よ っ て ク ラ イ エ ン ト に 対 す る ⾃ ⽴ の 強 制 ⼒ が 異 な り 、 ⽀ 援 者

に 求 め ら れ る ク ラ イ エ ン ト に 対 す る ⾃ ⽴ ⽀ 援 の あ り ⽅ も 異 な る 。 し か し 、 ク ラ

イ エ ン ト に と っ て も 、 ⽀ 援 者 に と っ て も 、 規 範 と し て ⾃ ⽴ が 位 置 付 く 点 は 共 通

す る 。 さ ら に 、 特 定 の ⽣ 活 問 題 を 抱 え る ク ラ イ エ ン ト は 社 会 経 済 活 動 へ 参 加 す

る こ と が 必 要 と さ れ て お り 、 ⾃ ⼰ 責 任 的 な 捉 え や 権 利 保 障 を 超 え た 特 定 の 価 値

や ⽂ 化 へ の 統 合 の リ ス ク も 存 在 す る 。  

社 会 福 祉 基 礎 構 造 改 ⾰ 以 降 、 社 会 福 祉 は 特 定 の 価 値 ⽂ 化 を 絶 対 視 し な い 多 様

な ⼈ 々 の ⼈ 権 の 尊 重 を 重 視 し て き た 。 ⽀ 援 者 は 、 個 ⼈ の 権 利 と し て の ⾃ ⼰ 実 現

の 保 障 を 倫 理 的 価 値 と す る 。 社 会 政 策 は 、 価 値 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 を 達 成 す る た

め の ⼿ 段 と し て ⾃ ⽴ を 位 置 付 け て い た が 、 社 会 の 変 遷 に 伴 い 、 ⼈ 々 が よ り 良 く

⽣ き ら れ る 国 家 の 維 持 繁 栄 の た め と し て ⼈ 々 に 対 し て ⾃ ⽴ を 規 範 化 し て い く 。

多 様 な 個 ⼈ の 権 利 の 保 障 よ り も 、 わ れ わ れ が ⽣ き る 国 家 の 維 持 と い う ⼤ 義 名 分

の 元 で 社 会 経 済 活 動 へ の 参 加 を ク ラ イ エ ン ト に 求 め 、 そ の た め の ⾃ ⽴ ⽀ 援 を ⽀

援 者 は 求 め ら れ る よ う に な っ て い る 。 し か し 、 す べ て の 社 会 福 祉 の 利 ⽤ 者 が ⾃

⽴ す べ き 主 体 と な る わ け で は な い 。 ⽣ 活 問 題 の 種 類 に よ っ て 、 ⾃ ⽴ が 規 範 と な

る か ど う か が 変 わ る 。 そ の 背 景 に は 、 ⾃ ⼰ 責 任 論 的 な 認 識 が あ る よ う に 考 え ら

れ る 。  

昨 今 の 社 会 福 祉 で は 、⽀ 援 者 に よ る ク ラ イ エ ン ト の ⾃ ⼰ 実 現 の 保 障 で は な く 、

個 ⼈ の ⾃ ⽴ 及 び 、 そ の た め の ⾃ ⽴ ⽀ 援 が 強 調 さ れ る よ う に な っ て い る 。 も は や

理 念 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 は 閑 却 さ れ 、 ⾃ ⽴ の あ り ⽅ に つ い て の 議 論 が 中 ⼼ と な っ

て い る 。 さ ら に 、 ⾃ ⽴ を 規 範 と す る の は 誰 か と い う 主 体 の 問 題 や 権 利 と し て の

⾃ ⽴ と 社 会 保 障 の 維 持 と し て の ⾃ ⽴ と い う 個 と 全 体 性 の 問 題 も あ り 、 ⾃ ⽴ と ⾃

⼰ 実 現 を 取 り 巻 く 議 論 は 混 沌 と し て い る 。 以 上 の 整 理 を 踏 ま え 、 本 稿 で は 、 規

範 と し て の ⾃ ⽴ の あ り ⽅ を 問 う の で は な く 、 ⾃ ⽴ の 先 に ⾒ 据 え ら れ て い る に も

関 わ ら ず 等 閑 視 さ れ て い る 理 念 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 の あ り ⽅ を 取 り 扱 う 。 次 章 で
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は 、 福 祉 哲 学 研 究 の ⽴ 場 か ら ⾃ ⼰ 実 現 観 に つ い て 考 察 す る 。  

 

第第 22 章章   福福 祉祉 のの 哲哲 学学 にに おお けけ るる ⾃⾃ ⼰⼰ 実実 現現 観観   

  

第 １ 章 で は 、 援 助 技 術 、 社 会 制 度 、 社 会 政 策 に お け る ⾃ ⼰ 実 現 と ⾃ ⽴ に 関 す

る ⾔ 説 を 確 認 し た 。 ⾃ ⼰ 実 現 は 理 念 と し て 位 置 付 け ら れ て は い る も の の 、 個 ⼈

の ⾃ ⽴ が 強 調 さ れ て い く 過 程 で 等 閑 視 さ れ る よ う に な っ て い る 。 第 2 章 で は 、

福 祉 の 哲 学 に お け る ⾃ ⼰ 実 現 観 を 扱 う が 、 福 祉 の 哲 学 は 未 だ ⽣ 成 途 上 で あ り 、

脈 々 と 続 く 確 固 た る 系 譜 が あ る わ け で は な い 。 そ の た め 、 本 章 で は 、 福 祉 の 哲

学 者 た ち が 今 ⽇ ま で 紡 い で き た 社 会 福 祉 の 理 念 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 観 を 整 理 し 、

現 代 の 福 祉 の 哲 学 に ⽋ け て い る 新 た な ⾃ ⼰ 実 現 観 へ の 視 座 を 提 案 す る 。  

福 祉 哲 学 研 究 は 、「《 福 祉 思 想 の ⽗ 》と 呼 ば れ 」(加 藤 2020, p. 196)、戦 後 の ⽇

本 に お け る 障 害 児 者 福 祉 の パ イ オ ニ ア だ と さ れ て い る ⽷ 賀 ⼀ 雄 (1914-1968)を

は じ め 、 ⼩ 倉 襄 ⼆ (1926-2014)、 阿 部 志 郎 (1926-)と い っ た 限 ら れ た ⼈ 々 の み に

よ っ て で は あ っ た が 、 社 会 福 祉 を 根 本 的 に 問 い 直 す 営 み を 今 ⽇ ま で 続 け て き た

(中 村 2014: 2)。こ の 福 祉 哲 学 研 究 を 現 代 に 継 承 す る の は 、福 祉 哲 学 研 究 所 の 創

設 者 で あ る 秋 ⼭ 智 久 (1940-)や 加 藤 博 史 (1949-)、 中 村 剛 (1963-)ら で あ る 。  

 

22--11  社社 会会 福福 祉祉 のの 理理 念念 にに おお けけ るる ⾃⾃ ⽴⽴ とと ⾃⾃ ⼰⼰ 実実 現現   

福 祉 の 哲 学 に つ い て ⾔ 及 す る に あ た っ て 、 前 段 階 と し て 本 節 で は 社 会 福 祉 の

担 い ⼿ で あ る ⽀ 援 者 に 共 有 さ れ て い る 社 会 福 祉 の 理 念 を 確 認 す る 。  

社 会 福 祉 ⼠ 養 成 カ リ キ ュ ラ ム に 即 し た 、 い わ ゆ る 教 科 書 と し て の 役 割 を 持 つ

『 現 代 社 会 と 福 祉 』は 、「 社 会 福 祉 の 原 理 と 哲 学 」の 章 に お い て 、社 会 福 祉 の ⽬

的 （ 理 念 ） を 以 下 の よ う に 説 明 す る 。  

 

社 会 福 祉 の ⽬ 的（ 理 念 ）は 、⽣ 活 困 難 に 直 ⾯ し た ⼈ 々 に 対 す る ⾃ ⽴ ⽀ 援（ こ

れ は ⾃ ⽴ を 強 制 す る こ と を 意 味 し な い ）で あ る と 同 時 に 、⼈ 々 の ⾃ ⼰ 実 現 を

促 進 さ せ る こ と で あ る 。⽀ 援 を 受 け る こ と は 、善 意 で も 恩 恵 で も な く ⼈ 々 の

権 利 で あ り 、 ま た 、 そ の ⽀ 援 は 政 府 の 再 分 配 機 能 を 通 し て ⾏ わ れ る (児 島 ら

2015, pp. 168-169)。  
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社 会 福 祉 の 理 念 で は 、 ⾃ ⽴ ⽀ 援 に お け る ⾃ ⽴ 概 念 に つ い て 、 ⾃ ⽴ と 依 存 の 間

に 明 確 な 線 を 引 け な い と し た 上 で 、 そ れ で も 、 ⾃ ⽴ そ の も の が 望 ま し い 状 態 だ

と 価 値 づ け さ れ る (児 島 ら 2015, pp. 206-207)。こ の 理 由 に は 、社 会 状 況 を 踏 ま

え た ⼀ 定 の 認 識 が あ る 。個 ⼈ の ⽣ 活 に お い て 、「 ⾃ ⽴ が ⼈ と し て の ⾃ ⼰ 実 現 や 幸

福 に つ な が っ て 」 (児 島 ら 2015, p. 206)お り 、「 依 存 は そ の 引 き 換 え と し て 不 ⾃

由 さ や 制 限 が 伴 う 」 (児 島 ら 2015, p. 206)と 考 え ら れ る 、 と 同 章 の 中 で 述 べ て

い る 。 ⽀ 援 を 受 け る こ と を 権 利 だ と す る 点 も 含 め て 考 え る と 、 ⾃ ⽴ ＝ 良 い 、 依

存 ＝ 悪 い と い う 単 純 な ⼆ 項 対 ⽴ で は な く 、 ⽣ 活 困 難 か ら 脱 す る た め 、 あ る い は

⽣ 活 困 難 に 直 ⾯ し に く い 条 件 と し て 、 ⾃ ⽴ ＝ 良 い と 捉 え て い る こ と が 分 か る 。

社 会 福 祉 に お け る ⾃ ⽴ の 良 さ と は 、 さ ま ざ ま な 社 会 問 題 か ら 逃 れ ら れ る 可 能 性

が ⾼ く 、 ⾃ ⼰ 実 現 に つ な が る こ と に あ る の だ ろ う 。 第 1 章 を 踏 ま え る と 、 現 代

社 会 を ⽣ き る た め の 術 と し て 社 会 福 祉 は 依 存 で は な く ⾃ ⽴ を ⽀ 援 し て い る こ と

に な る 。 そ れ 故 に 、 ク ラ イ エ ン ト の 主 体 的 な ⾃ ⽴ の ⽀ 援 だ け で な く 、 社 会 の 中

で ⽣ き て い く た め に 必 要 な ⼿ 段 と し て 、 ク ラ イ エ ン ト の ニ ー ズ と は 別 に ⾃ ⽴ を

さ せ ざ る を 得 な い 状 況 が あ る 。  

ま た 、 こ の 場 合 の ⾃ ⽴ と ⾃ ⼰ 実 現 の 関 係 は 、 ⾃ ⽴ す る こ と に よ っ て ⾃ ⼰ 実 現

を ⽬ 指 す こ と が で き る 、と い う 順 序 に な る 。そ の た め 、冒 頭 の 引 ⽤ で あ る 、「 社

会 福 祉 の ⽬ 的 は ⾃ ⽴ ⽀ 援 と 同 時 に ⾃ ⼰ 実 現 を 促 進 さ せ る こ と 」 に お け る 「 同 時

に 」 が 意 味 す る の は 、 副 詞 的 な 「 い ち ど き に 」 で は な く 、 接 続 詞 的 な 「 そ れ と

共 に 」、「 加 え て 」 だ と 考 え ら れ る 。 社 会 福 祉 の ⽬ 的 か ら 捉 え る と 、 ⽀ 援 者 が ⾏

う ⽀ 援 の ⽬ 的 は 、 規 範 と し て の ⾃ ⽴ ⽀ 援 に よ っ て 理 念 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 へ 導 く

と い う ⼀ つ の ⽅ 向 性 を 持 っ て い る こ と が 分 か る 。  

社 会 福 祉 に お け る 理 念 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 は 、 A.マ ズ ロ ー の 概 念 だ と ⾔ わ れ て

い る 。 福 祉 哲 学 者 の 加 藤 博 史 は ⾃ ⼰ 実 現 概 念 を 考 察 す る 際 に マ ズ ロ ー を 引 ⽤ す

る 。し か し 、⼀ 般 的 に 社 会 福 祉 学 で 理 念 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 が 語 ら れ る 際 は 、「 ⾃

⼰ 実 現 と い え ば マ ズ ロ ー 」 と い う よ う に マ ズ ロ ー の 概 念 を ⽤ い る に ⾄ っ た 理 屈

抜 き に 紹 介 さ れ る こ と が 多 い 3。そ し て 、欲 求 階 層 説 を も と に ⾃ ⼰ 実 現 の ニ ー ズ

 
3 2015 年 に ⽇ 本 社 会 福 祉 ⼠ 養 成 校 協 会 か ら 提 出 さ れ た 『 わ が 国 の 社 会 福 祉 教
育 、 特 に ソ ー シ ャ ル ワ ー ク に お け る 基 本 ⽤ 語 の 統 ⼀ ・ 普 及 に 関 す る 研 究 報 告
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を 達 成 す る た め の ⼿ 順 や そ の 意 義 が 語 ら れ る 4。  

 こ こ で 簡 単 に マ ズ ロ ー の ⾃ ⼰ 実 現 概 念 に つ い て 触 れ る 。 マ ズ ロ ー の 欲 求 階 層

説 の 概 要 は 、 周 知 の 通 り だ ろ う 。 ⽣ 理 的 欲 求 か ら 始 ま り 、 安 全 の 欲 求 、 所 属 と

愛 の 欲 求 、 承 認 欲 求 、 そ し て 、 ⾃ ⼰ 実 現 欲 求 へ と 段 階 を 経 て ⼈ 間 の 欲 求 は 出 現

し て く る と い う 論 で あ る 。「 ⽣ 理 的 欲 求 が ⽐ 較 的 じ ゅ う ぶ ん に 満 ⾜ さ れ る 」

(Maslow1954=1987, p. 61)こ と に よ っ て 安 全 の 欲 求 は 現 れ る よ う に な り 、 そ の

後 の 欲 求 も 低 次 の 欲 求 が あ る 程 度 満 た さ れ る こ と に よ っ て 、 ⾼ 次 の 欲 求 が 現 れ

て く る よ う に な る 。 欲 求 階 層 説 で は 、 欲 求 の 充 ⾜ に 伴 い 、 よ り ⾼ 次 元 へ と 欲 求

が 移 り 変 わ っ て い く こ と が ⽰ さ れ て い る 。  

社 会 福 祉 ⽀ 援 の 規 範 と な る ⾃ ⽴ 概 念 は 、 マ ズ ロ ー の 欲 求 階 層 説 に は 登 場 し な

い 。 し か し 、 社 会 福 祉 は マ ズ ロ ー の ⾃ ⼰ 実 現 を ⽬ 指 す た め の 規 範 と し て ⾃ ⽴ を

位 置 付 け て い る 。 欲 求 階 層 説 に 照 ら し 合 わ せ る と 、 低 次 の 欲 求 を ⾃ ⽴ に よ っ て

充 ⾜ さ せ る こ と で 、 よ り ⾼ 次 の 欲 求 の 表 出 に つ な げ て い き 、 最 終 的 に ⾃ ⼰ 実 現

欲 求 を ⽣ じ さ せ 、 そ れ を も ⾃ ⽴ に よ っ て 充 ⾜ し よ う と し て い る 、 と 捉 え る こ と

が で き る 。 例 え ば 、 ⾃ ⽴ ⽀ 援 に よ っ て 、 ク ラ イ エ ン ト は ⾃ ら 調 理 や 整 容 、 ⾦ 銭

管 理 な ど が で き る よ う に な り 、 ク ラ イ エ ン ト ⾃ ⾝ が 持 つ 潜 在 能 ⼒ を 引 き 出 す こ

と が で き る 。 あ る い は 、 教 育 を 受 け る こ と や 就 労 の 継 続 が 可 能 と な り 、 社 会 参

加 に 繋 が る こ と も 想 像 で き る だ ろ う 。 ま た 、 ヘ ル パ ー や ⼦ ど も ⾷ 堂 な ど の 様 々

な 種 類 の サ ー ビ ス を ⾃ ら 選 択 し て 利 ⽤ す る こ と が で き る よ う に な り 、 ⾃ ⼰ 決 定

に よ る 主 体 的 な ⾏ 動 が 可 能 と な る 。 こ れ ら の 状 況 を 踏 ま え る と 、 物 理 的 な 欲 求

で あ る ⽣ 理 的 欲 求 や 安 全 欲 求 の 充 ⾜ だ け で な く 、 ⾼ 次 の 欲 求 で あ る 所 属 と 愛 の

欲 求 や 承 認 の 欲 求 な ど も ⾃ ⽴ ⽀ 援 に よ っ て 満 た さ れ て い く こ と が 分 か る 。 さ ら

に 、 専 ⾨ 職 者 と の ⽀ 援 関 係 の 中 で 承 認 や 評 価 を 得 る こ と も で き る た め 、 有 ⽤ 感

や ⾃ 信 と い っ た 感 情 が も た ら さ れ る こ と に も 繋 が る だ ろ う 。 こ の よ う な ⾃ ⽴ ⽀

 
書 』 で は 、 ⾃ ⼰ 実 現 (self-actualization)と い う 項 ⽬ が あ り 、 マ ズ ロ ー の 欲 求 階
層 説 か ら 説 明 さ れ て い る 。  
4 社 会 福 祉 ⼠ 及 び 精 神 保 健 福 祉 ⼠ 国 家 試 験 の 科 ⽬ 「 ⼼ 理 学 理 論 と ⼼ 理 ⽀ 援 」 に
は 、 動 機 づ け 理 論 の ⼀ つ と し て マ ズ ロ ー の 欲 求 階 層 説 が 含 ま れ て い る 。 そ の た
め 、 社 会 福 祉 に お い て ⾃ ⼰ 実 現 と マ ズ ロ ー の 欲 求 階 層 説 は 結 び つ き や す い と 考
え ら れ る 。  
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援 の 先 に 、 よ り ⾼ 次 の 欲 求 で あ る ⾃ ⼰ 実 現 が 現 れ て く る こ と を 想 定 し て い る と

考 え ら れ る 。  

 社 会 福 祉 は 、⾃ ⽴ に よ っ て ⼈ 々 の ⾃ ⼰ 実 現 を 促 進 す る こ と を ⽬ 的 と し て お り 、

⾃ ⽴ と い う 規 範 を ⽤ い て マ ズ ロ ー の ⾃ ⼰ 実 現 を 達 成 し よ う と し て い る と 解 釈 す

る こ と は 上 述 の 通 り 容 易 で あ る 。 し か し 、 マ ズ ロ ー の 欲 求 階 層 説 に 即 し て 社 会

福 祉 ⽀ 援 を 展 開 す る と 、 ⾃ ⽴ に よ っ て 欲 求 を 充 ⾜ さ せ る こ と で し か ⾃ ⼰ 実 現 を

⽬ 指 す こ と が で き な く な る 。 極 限 状 況 の 中 で 、 ⾃ ⾝ の ⾷ 糧 を 他 者 に 分 け 与 え る

こ と や 他 者 の 苦 悩 に 寄 り 添 う こ と に よ っ て 、 ⾃ ⼰ 実 現 が 促 進 さ れ る こ と も あ る

だ ろ う 。 ⾃ ⽴ だ け に 依 拠 し な い ⾃ ⼰ 実 現 も 存 在 す る 。 福 祉 の 哲 学 者 た ち は 、 ⼈

間 の ⼈ 格 性 や 依 存 性 に 社 会 福 祉 の 原 理 を ⾒ 出 し て き た 。 彼 ら が 着 ⽬ し て き た ⾃

⼰ 実 現 概 念 の 前 提 に は ⾃ ⽴ が 位 置 付 か な い 。 次 節 で は 、 福 祉 の 哲 学 者 た ち が 今

⽇ ま で 紡 い で き た 社 会 福 祉 の 原 理 に 焦 点 を 当 て る 。  

 

22--22  福福 祉祉 哲哲 学学 にに おお けけ るる ⾃⾃ ⼰⼰ 実実 現現 概概 念念 のの 整整 理理   

現 状 の 社 会 福 祉 は 、 ⾃ ⽴ ⽀ 援 に よ っ て ⼈ 々 の ⾃ ⼰ 実 現 を 促 進 さ せ る こ と を 理

念 (⽬ 的 )と す る 。 マ ズ ロ ー の 欲 求 階 層 説 に 依 拠 し 、 ⾃ ⽴ す る こ と に よ っ て 低 次

の 欲 求 を 満 た す こ と で 、 よ り ⾼ 次 の 欲 求 で あ る ⾃ ⼰ 実 現 が 現 れ て く る こ と を ⽬

指 し て い る 。 し か し 、 ⾃ ⽴ に よ ら な い ⾃ ⼰ 実 現 の あ り ⽅ も 想 定 で き る た め 、 本

節 で は 、 福 祉 の 哲 学 に お け る ⾃ ⼰ 実 現 概 念 を 整 理 し 、 福 祉 の 哲 学 者 た ち が 社 会

福 祉 の 原 理 に ⾒ 出 し て き た 社 会 福 祉 の 根 源 に 流 れ る 思 想 の 潮 流 を 概 観 す る 。  

⽷ 賀 は 、 ⼈ 類 ⽂ 化 を 創 造 ・ 向 上 さ せ る 能 ⼒ と し て の 知 能 の 優 劣 が ⼈ 間 の 価 値

基 準 と さ れ 、 こ の ⽣ 来 的 な 能 ⼒ 差 か ら く る 差 別 を 克 服 す る ⼀ 歩 と し て 、 発 達 保

障 と い う 思 想 を 提 唱 す る (⽷ 賀 1968: 59)。 障 が い の 程 度 に 応 じ て 保 護 か ⾃ ⽴ か

に 選 別 す る の で は な く 、「 発 達 段 階 の 中 ⾝ が 無 限 に 豊 か に 充 実 し て い く ⽣ き ⽅ 」

(⽷ 賀 1968, p. 177)が 可 能 と な る よ う 制 度 や 技 術 を 整 え る こ と が 必 要 だ と す る 。

そ し て 、 ど ん な に 重 い 障 が い を 持 っ て い た と し て も 、 彼 ら は 「 個 性 的 な ⾃ ⼰ 実

現 」 (⽷ 賀 1968, pp. 175-177)を す る 主 体 だ と 述 べ る 。「 そ の ⾃ ⼰ 実 現 こ そ が 創

造 で あ り 、 ⽣ 産 で あ る 」 5(⽷ 賀 1968, p. 177)た め 、 個 々 の 発 達 段 階 に 適 し た 豊

 
5 京 極 (2001)は 、 ⽷ 賀 の 「 ⽣ 産 的 な る も の 」 に つ い て 、 経 済 学 的 な 意 味 で の ⽣
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な ⼈ 格 発 達 の 権 利 の 保 障 が 必 要 だ と ⽷ 賀 は 考 え た 。   

⼩ 倉 は 、 軍 隊 経 験 、 敗 戦 体 験 か ら 戦 争 と そ れ を 進 め る 体 制 を 憎 み 、「『 基 本 的

⼈ 権 』の 実 現 を 福 祉 原 理 」 (加 藤 2015, p. 18)と し て 位 置 付 け る 。⾃ 治 体 が 守 る

べ き 福 祉 に お け る 国 ⺠ の 権 利 と し て 、 実 態 的 権 利 、 ⼿ 続 的 権 利 、 ⾃ ⼰ 貫 徹 の 3

つ を あ げ る (⼩ 倉 1974, pp. 174-176)。実 態 的 権 利 の 保 障 と は 、サ ー ビ ス の 質 や

量 と い っ た 基 準 が 住 ⺠ の ⽣ 活 に お け る ニ ー ズ の 充 ⾜ の た め に 適 し て い る か 、 権

利 状 態 を 点 検 す る 必 要 が あ る こ と を い う 。 ⼿ 続 的 権 利 と は 、 実 際 に ニ ー ズ に 直

⾯ し て い る ⼈ 々 に 対 し て 、 ⼿ 続 き 的 公 正 の 具 現 と 保 障 の 実 現 が で き る 配 慮 が な

さ れ て い る か ど う か 、 を 意 味 す る 。 ⾃ ⼰ 貫 徹 と は 、 政 策 決 定 、 ⾏ 財 政 に お い て

住 ⺠ 参 加 、 住 ⺠ 意 思 決 定 を ど の 程 度 確 保 で き る か 、 と い う 市 ⺠ 的 権 利 の 問 題 で

あ る 6。⼩ 倉 は 、国 ⺠ の 権 利 と し て 、国 ⺠ の 現 実 ⽣ 活 に 即 し た 利 ⽤ 可 能 な サ ー ビ

ス が 国 ⺠ の 意 思 に よ っ て 決 定 さ れ て い る か 、国 ⺠ の 主 体 性 を 重 視 す る 。そ し て 、

国 ⺠ ⼀ ⼈ ひ と り の 権 利 と し て の 主 体 性 の 保 障 を ⾏ う こ と を 福 祉 の 原 理 と す る 。

こ の 主 体 性 の 保 障 に つ い て は 、 後 に 確 認 し て い く ⾃ ⼰ 実 現 の 視 座 を 与 え る に あ

た っ て 、 重 要 な 点 と な る 。  

⼩ 倉 の 志 を 継 ぐ 加 藤 は 社 会 福 祉 の ⽬ 的 は 幸 福 で あ り 、 究 極 の 幸 福 と は ⾃ ⼰ 実

現 だ と ⾔ う (加 藤 2008, pp. 10-11)。 そ の 背 景 に は 、 社 会 福 祉 の 根 源 思 想 を 「 世

界 ⼈ 権 宣 ⾔ 」 に お け る 「 個 ⼈ の 尊 厳 」 に ⾒ 出 す の で あ れ ば 、 ⽣ 活 基 盤 の 保 障 と

社 会 参 加 の 促 進 を ⼿ 段 と し つ つ 、 ⾃ ⼰ 実 現 欲 求 を 社 会 権 と し て 保 障 す る こ と を

⽬ 的 と す べ き だ 、と い う 考 え が あ る (加 藤 2020, p. 1)。⾃ ⼰ 実 現 と は 、「 我 欲 (エ

ゴ )の 実 現 で は な く 、《 ⽣ か し ⽣ か さ れ て い る 意 味 と の 関 係 性 》 の 実 現 で あ る 」

 
産 で は な い と ⾔ 及 す る 。 経 済 学 で い う ⽣ 産 は 、 ⾦ 儲 け に な る こ と や 財 貨 や サ ー
ビ ス を ⽣ み 出 す こ と を 狭 義 の 意 味 と し て 持 つ が 、 そ の 通 り に 障 が い 者 、 特 に 重
度 障 害 者 を 捉 え る と ⼤ 部 分 は ⽣ 産 的 で は な く 、 不 ⽣ 産 的 な 存 在 と さ れ る こ と に
な っ て し ま う 。 ⽷ 賀 が 障 が い の あ る ⼦ ど も た ち に ⾒ 出 し て い た ⽣ 産 と は 、「 プ
ロ ダ ク テ ィ ブ ・ リ ビ ン グ (productive living)」 (京 極 2001)だ と 京 極 は 捉 え る 。
ど ん な に 重 い 障 が い が あ っ た と し て も 、 ⾃ 分 ら し い ⾃ ⼰ 実 現 を し て ⽣ き る こ と
は 豊 か で 実 り あ る ⼈ ⽣ だ と 、 ⽷ 賀 は 考 え て い た と 解 釈 す る 。  
6 岡 村 重 夫 (19046-2001)は 、『 社 会 福 祉 原 論 』 に お い て 、「 社 会 福 祉 は こ の ⽣ 活
者 の ⾃ ⼰ 貫 徹 に 対 し て 最 終 的 な 責 任 を 負 う 社 会 制 度 で あ り 、 社 会 的 援 助 ⾏ 為 で
あ る 」 (岡 村 1983, p. 67)と 述 べ て い る 。  
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(加 藤 2020, p. 1)と し 、「 い の ち の つ な が り を 実 現 す る こ と で あ り 、 私 た ち の ⽣

活 の 全 体 的 (ホ リ ス テ ィ ッ ク )な ニ ー ズ 」 (加 藤 2020, p. 1)だ と 加 藤 は 解 釈 す る 。

そ の た め 、 こ れ ま で の 社 会 が 他 者 と 世 界 あ る い は ⾃ 分 ⾃ ⾝ を も あ ま り に も ⼿ 段

や 道 具 と し て 扱 い 過 ぎ て き た こ と を 批 判 す る 。 加 藤 は 、 ⾃ ⼰ 実 現 の 権 利 の 保 障

の た め に 尊 厳 概 念 に 着 ⽬ す る 。 尊 厳 は 苦 難 を 受 け ⼊ れ ら れ る と い う 受 苦 の 経 験

に よ っ て 、 そ の ⼈ に も た ら さ れ る 。 そ れ と 同 時 に 、 他 者 の 苦 難 に ⼊ り 込 ん だ 側

は 相 補 的 ・ 共 時 的 に ⾃ ⼰ 実 現 さ せ ら れ る 、 と い う (加 藤 2020, p. 201-202)。「 ⾃

⼰ 実 現 と は 、⽣ き る 意 味 へ の 希 求 」(加 藤 2020, p. 205)で あ り 、「『 あ な た は 丸 ご

と ⼤ 切 だ 』と い う ⼤ き な 願 い に 抱 か れ 」(加 藤 2020, p. 207)る こ と に よ っ て 、実

存 的 悲 苦 を 分 か ち 合 う こ と が で き る 、 と 考 察 す る 。  

中 村 は 社 会 福 祉 に お い て 特 別 な 意 味 と 役 割 を 担 わ さ れ て い る 概 念 で あ る 尊 厳

と ⼈ 権 の 位 相 を 整 理 す る 。 ⼈ 間 の 尊 厳 を 他 者 の 存 在 の ⼤ 切 さ や 他 者 へ の 責 任 =

倫 理 と し て レ ヴ ィ ナ ス の 思 想 か ら 解 釈 し 、 ⼀ ⽅ で 、 ⼈ 間 ら し く ⽣ き た い と い う

叫 び や 欲 求 が 正 義 や 道 徳 を 通 し て 正 当 性 の あ る 叫 び と し て 認 知 さ れ た も の を ⼈

権 だ と ⾔ 及 す る (中 村 2018, p. 9)。そ の た め 、社 会 福 祉 の ⽬ 的 は 、⼈ 間 の 尊 厳 を

守 る こ と で あ り 、 そ の ⼿ 段 と し て ⼈ 権 を 位 置 付 け る 。 そ し て 、 尊 厳 、 ⼈ 権 と な

ら ぶ 社 会 福 祉 の 理 念 に ⾃ ⽴ が あ る と す る が 、 ⾃ ⽴ が 尊 厳 の 尺 度 と さ れ る こ と を

危 惧 す る 。「 ⼈ 間 の ⼒ で は ど う す る こ と も で き な い『 私 た ち が ⽣ き て い る こ の 現

実 』 を ⾒ 据 え た ⼈ 間 理 解 」 (中 村 2018, p. 10)を 基 盤 と し た 尊 厳 の 保 持 と ⼈ 権 の

保 障 こ そ が 社 会 福 祉 の 原 理 で あ り 理 念 で あ る た め 、 こ れ ら を 基 盤 と す る ⾃ ⽴ に

代 わ る 概 念 の 考 察 が 今 後 必 要 に な る と 問 題 提 起 す る 。 中 村 は ⾃ ⼰ 実 現 を 「 そ の

⼈ に 固 有 な 潜 在 的 可 能 性 を 顕 在 化 さ せ る こ と 」（ 中 村 2014, pp. 475-476） と 表

現 し 、 こ の ⾃ ⼰ 実 現 概 念 に 可 能 性 を ⾒ 出 し て い る (中 村 2018, p. 10)。  

阿 部 は 福 祉 の 哲 学 に つ い て 、「 ニ ー ド に 直 ⾯ す る ⼈ 々 の 苦 し み を 共 有 し 、悩 み

を 分 か ち 合 い な が ら 、 そ の ⼈ 々 の も つ 『 呻 き 』 へ の 応 答 と し て 深 い 思 索 を ⽣ み

出 す 努 ⼒ で あ る 」 (阿 部 1997, p. 8)こ と に 特 徴 が あ る と 考 え る 。「 ⼀ ⼈ の ⼈ 間 が

全 体 の た め に な く て は な ら な い 存 在 で 、 ⼀ ⼈ を 失 う と 全 体 が 傷 つ く ほ ど の 尊 厳

を 持 つ 」 (阿 部 1999, p. 25)た め 、 ⼀ ⼈ ひ と り の ⼈ 格 を 重 ん じ な け れ ば な ら ず 、
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「 最 も ⼩ さ い 者 の ⼀ ⼈ 」を 愛 す る こ と の 重 要 性 を 説 く 7。そ し て 、福 祉 の 根 源 に

は 、 ⽣ き 残 っ て し ま っ た 私 と い う 罪 意 識 、 負 い ⽬ が あ る と い う (阿 部 2001, p. 

27)。こ の 福 祉 の 根 源 の 思 想 を 中 村 は レ ヴ ィ ナ ス の 倫 理 か ら 読 み 解 き 、う ず き や

や ま し さ に 共 通 点 を ⾒ 出 す (中 村 2008, p. 8)8。 専 ⾨ 職 者 は 、「『 呻 き 』 を 、 全 体

的 =全 ⼈ 格 的 に 受 け ⽌ め 、 い か に 主 体 的 な ⾃ ⼰ の 存 在 を 挙 げ て 対 応 す る か が 問

わ れ 」 (阿 部 1999, p. 27)て お り 、 技 術 ・ 経 験 ・ 知 識 の 研 鑽 だ け で な く 、 同 時 に

「 冷 静 な 態 度 、 鋭 い 感 受 性 、 深 い 洞 察 ⼒ 」 が 必 要 と さ れ る た め 、 ス ピ リ チ ュ ア

ル な 課 題 も あ る と い う 。  

秋 ⼭ は 社 会 福 祉 の 援 助 に お け る 究 極 の ⽬ 的 を ⾃ ⼰ 実 現 だ と す る (秋 ⼭ 2016, p. 

109)。⾃ 分 ら し く よ り 良 く ⽣ き た 、と 利 ⽤ 者 が ⾃ ら ⼈ ⽣ を 評 価 で き る 境 地 に 向

か っ て ⽀ 援 者 は 援 助 を 展 開 す る 必 要 が あ る 。 ⾃ ⼰ 実 現 の 前 提 に は 、 平 均 値 の ⽣

活 ⽔ 準 と ⽐ 較 し た「 ⼈ 間 ら し い ⽣ 活 に お け る 社 会 ⽣ 活 上 の ニ ー ズ の 充 ⾜ 」(秋 ⼭

2016, p. 109)と い う 客 観 的 指 標 が 存 在 す る た め 、 単 な る 主 観 的 ⾃ ⼰ 満 ⾜ で は な

い と い う 。  

本 論 で は 阿 部 や 秋 ⼭ が 師 と 仰 ぐ 嶋 ⽥ 啓 ⼀ 郎 (1909-2003)に も 触 れ て お き た い 。

嶋 ⽥ は 岡 村 重 夫 や 孝 橋 正 ⼀ と 並 ぶ 社 会 福 祉 理 論 研 究 者 9で あ る 。嶋 ⽥ は 、⽇ 本 の

 
7 「 最 も ⼩ さ い 者 の ⼀ ⼈ 」 を 愛 す る こ と が で き な い と き 、 ⾃ 分 ⾃ ⾝ の 弱 さ と 醜
さ に 直 ⾯ す る か も し れ な い が 、 愛 と は ⼀ ⽅ 向 的 な 働 き か け で は な く 、 他 者 へ の
働 き か け を 通 し て ⾃ ⼰ の 実 存 が 他 者 に よ っ て ⽀ え ら ⾃ ⼰ と 他 者 が 共 に ⽣ き る
「 交 わ り 」 を 指 す と ⾔ う (阿 部 1999, p. 25)。  
8 私 が 存 在 し て い る こ と で 、 他 の ⼈ 間 が い る べ き 場 所 を 奪 っ て い る の で は な い
か 、 他 者 は 死 に 私 は ⽣ き 残 っ て い る が 、 私 が 死 ん で い た か も し れ な い 、 と い う
〈 う ず き 〉 や 〈 や ま し さ 〉 と い っ た 思 い が 、 阿 部 の 思 想 に 共 通 す る と い う (中
村 2008, pp. 8-15)。  
9 嶋 ⽥ 理 論 は 、 岡 村 理 論 、 孝 橋 理 論 と 並 ぶ 古 典 的 3 ⼤ 社 会 福 祉 理 論 の ⼀ つ だ
が 、 嶋 ⽥ 理 論 は ⽂ 献 等 で 取 り 上 げ ら れ る 機 会 は 少 な い と い う 。 そ の 理 由 の ⼀ つ
と し て 、 嶋 ⽥ 理 論 が 「 ⼈ 格 」 や 「 価 値 」 と い う 概 念 を 扱 う 点 や 「 ⼒ 動 的 統 合 理
論 」 を 基 盤 と す る 点 が 挙 げ ら れ て い る (横 ⽥ 2007, p. 1)。 社 会 福 祉 本 質 論 争 の
⼀ つ に 、 孝 橋 /嶋 ⽥ 論 争 が あ り 、 資 本 主 義 制 度 の 歴 史 的 社 会 的 規 定 の 中 で 社 会
事 業 を 把 握 す る と い う 孝 橋 の 社 会 科 学 的 ア プ ロ ー チ に 対 し 、 嶋 ⽥ は 社 会 体 制 論
的 機 能 論 と も 呼 ぶ べ き 包 括 的 ア プ ロ ー チ を 展 開 す る 。「『 全 ⼈ 的 ⼈ 間 の 統 ⼀ 的 ⼈
格 の 確 保 』 へ の 志 向 」 (井 岡 1979, p. 168)を 基 盤 に 、 社 会 事 業 の 本 質 に 関 し
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社 会 福 祉 学 に お け る 価 値 論 的 弱 さ に 対 し 、「 価 値・構 造・機 能 論 の 三 位 ⼀ 体 的 関

係 」 (嶋 ⽥ 1995, p. 30)が 必 要 だ と い う 10。 ⼈ 格 的 価 値 と い う ⼈ 間 学 的 視 野 に 嶋

⽥ は 着 ⽬ し 、 そ の 究 極 価 値 は 「 正 義 と 愛 に お け る ⾃ ⼰ 実 現 」 (嶋 ⽥ 1995, p. 17)

だ と ⾔ 及 す る 。「 正 義 」は 、そ れ だ け で は ⾃ ⼰ 利 益 の 追 求 と な り 他 者 と の 関 係 を

断 つ 結 果 と な る が 、 他 者 へ の 関 ⼼ や 思 い や り と い っ た 「 愛 」 に よ っ て ⾃ ⼰ 中 ⼼

性 か ら 脱 し 、他 者 と の 共 存 や 共 ⽣ す る こ と が で き る よ う に な る 。「 正 義 は 愛 に 先

⾏ し 、 愛 は 正 義 を 全 う す る 」 (嶋 ⽥ 1995, pp. 17-18)こ と に よ っ て 「 交 わ り の 中

の ⾃ ⼰ 実 現 」 (嶋 ⽥ 1980, p. 265)を ⽬ 指 す こ と を 嶋 ⽥ は 強 調 し た 。  

今 ⽇ ま で 福 祉 哲 学 で は 、社 会 的 に 構 築 さ れ た 能 ⼒ に 基 づ く 基 準 で は な く 、個 々

⼈ の 主 体 性 や ⾃ 分 ら し さ に 基 づ く ⾃ ⼰ 実 現 こ そ が ⼈ 権 や 尊 厳 と し て 保 障 す べ き

価 値 で あ り 、 社 会 福 祉 の 原 理 だ と 考 え て き た 。 そ し て 、 ⽀ 援 者 は ⼈ 々 の 呻 き に

対 し ⾃ 分 事 と し て 応 答 し 、 ⼈ 々 が 相 互 依 存 的 な 関 係 性 の 中 で ⾃ ⼰ 実 現 を 希 求 で

き る よ う 、 そ の 前 提 と し て 、 平 均 的 ⽣ 活 ⽔ 準 の 保 障 や 市 ⺠ 的 権 利 の 保 障 を ⾏ う

こ と が 社 会 福 祉 に は 必 要 だ と 主 張 す る 。 そ し て 、 こ れ ら の 基 盤 に は 、 苦 し み 悩

み 他 者 か ら の 応 答 を 求 め る が 、 ⾃ ら 他 者 を 愛 し 共 に ⽣ き よ う と す る 存 在 と し て

の ⼈ 間 観 が 共 通 し て い る 。 ⼈ 間 の 依 存 性 だ け で な く 、 ⼈ 格 性 や そ れ に 基 づ く 他

者 へ の 応 答 性 が 社 会 福 祉 の 利 ⽤ 者 だ け で な く 、 ⽀ 援 者 に も 共 通 す る ⼈ 間 観 だ と

捉 え て い る 。  

 

22--33  依依 存存 をを 視視 野野 にに ⼊⼊ れれ たた 全全 体体 とと しし てて のの ⾃⾃ ⼰⼰ 実実 現現 観観 へへ   

 福 祉 哲 学 者 た ち に よ っ て 哲 学 な き 社 会 福 祉 が 危 惧 さ れ る 中 、 現 在 の 社 会 福 祉

で は 、 理 念 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 を ク ラ イ エ ン ト に 促 す た め に 、 ⽀ 援 者 は ⾃ ⽴ を 規
 

て 、 経 済 的 な る も の に 対 抗 し 社 会 的 な る も の を 強 調 し た (井 岡 1979, pp. 150-
153)。  
10 嶋 ⽥ は 、 そ れ ま で の 伝 統 的 な 分 離 ⽅ 法 的 ア プ ロ ー チ に 対 し て 、 社 会 シ ス テ
ム 理 論 は 、「 全 ⼈ 的 ⼈ 間 に 真 向 う 専 ⾨ 職 の 科 学 的 武 器 を 提 供 す る も の 」 (嶋 ⽥
1980, p. 354)だ と 評 価 す る 。 し か し 、 社 会 シ ス テ ム 理 論 の 功 績 を 認 め た 上 で 、
基 本 的 ⼈ 権 や 根 底 に あ る ⼈ 間 の 価 値 を 含 有 し て い な け れ ば 、 福 祉 実 践 は 事 務 化
し 、 ⾮ ⼈ 格 化 し 、 官 僚 化 を 通 じ て 体 制 的 ⽀ 配 の 道 具 に 転 化 す る 、 と ⼈ 間 主 体 性
の 哲 学 を 社 会 科 学 と 統 ⼀ す る 術 を 持 た な い 福 祉 実 践 を 批 判 す る (嶋 ⽥ 1980, pp. 
216) 
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範 と し た ⽀ 援 を ⾏ っ て い る 。 福 祉 制 度 に 記 さ れ て い る ⾃ ⽴ ⽀ 援 に お け る ⾃ ⽴ の

意 味 や 程 度 は ク ラ イ エ ン ト の 状 況 に よ っ て 異 な っ て お り 、 社 会 福 祉 の ⽀ 援 を 受

け て い た と し て も ⾃ ⽴ す る こ と を 強 く 求 め ら れ な い ク ラ イ エ ン ト も 存 在 す る 。

ク ラ イ エ ン ト が ⾃ ⽴ を 求 め ⽀ 援 を 必 要 と し て い る の か 、 ⽀ 援 者 が ク ラ イ エ ン ト

の ⾃ ⽴ を 求 め ⽀ 援 を 展 開 し て い る の か 、 ⾃ ⽴ ⽀ 援 の 主 体 は 曖 昧 に な っ て い る 。

他 ⽅ で 、 社 会 政 策 は 不 況 へ の 対 応 と し て 個 ⼈ の 経 済 的 ⾃ ⽴ を 求 め 、 国 家 だ け で

な く ⾝ 近 な つ な が り の 維 持 繁 栄 の た め に も 個 ⼈ の ⾃ ⽴ が 不 可 ⽋ で あ る か の よ う

に ⼈ 々 に 訴 え か け る 。 狭 義 の 社 会 保 障 の う ち 、 福 祉 六 法 に 対 応 す る 公 的 扶 助 と

狭 義 の 社 会 福 祉 で は 、 基 本 的 に ⽣ 涯 に わ た っ て サ ー ビ ス を 受 け 続 け る こ と を 制

度 設 計 上 前 提 と し て い な い 。 現 状 の 社 会 政 策 は 、 ⼀ ⼈ ひ と り の ⽣ 活 実 態 か ら 出

発 す る 主 体 的 な ⾏ 為 と し て の ⾃ ⽴ の 保 障 で は な く 、 社 会 の 維 持 繁 栄 の た め の ⼿

段 と し て の 主 体 的 な ⾃ ⽴ を 個 ⼈ に 求 め る 。 援 助 技 術 で は 、 ⼈ 間 の 依 存 性 を 考 慮

し た 主 体 的 な ⾃ ⼰ 実 現 と し て の ⼈ 権 の 保 障 を 理 念 に 置 く が 、 ⽀ 援 者 が 基 盤 と す

る 福 祉 制 度 及 び 社 会 政 策 は 、 社 会 福 祉 ⽀ 援 に 依 存 し な い ⾃ ⽴ し た ⽣ 活 を ⾏ う こ

と を 基 本 と す る 。 ま た 、 理 念 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 を マ ズ ロ ー の 欲 求 階 層 説 に 照 ら

し て 解 釈 す る た め 、 多 く の 場 合 、 サ ー ビ ス で 充 ⾜ さ せ て い た 欲 求 を ⾃ 分 で 充 ⾜

で き よ う に な る こ と を ⽬ 指 し て ⾃ ⽴ ⽀ 援 が ⾏ わ れ て い る こ と が 想 定 さ れ る 。 そ

の 都 度 沸 き 起 こ る 欲 求 を ⾃ ら 充 ⾜ さ せ 、 こ れ を 積 み 重 ね て い く こ と に よ っ て 、

そ の 先 に ⾃ ⼰ 実 現 が あ る 、 と し て ⾃ ⽴ と ⾃ ⼰ 実 現 を 連 続 的 に 捉 え て い る 。 本 稿

で は 、 以 上 の よ う に 現 代 の 社 会 福 祉 に お け る ⾃ ⽴ と ⾃ ⼰ 実 現 の 関 係 を 捉 え て き

た 。  

こ れ に 対 し て 、 福 祉 の 哲 学 者 た ち が 探 究 し て き た ⾃ ⼰ 実 現 と は 、 社 会 的 に 構

築 さ れ た 価 値 基 準 で は な く そ の ⼈ ら し さ に 基 づ き 、 他 者 と の 交 わ り の 中 で ⾃ ⾝

の 苦 し み に 応 答 さ れ る こ と に よ っ て 導 か れ る も の で あ る 。こ の ⾃ ⼰ 実 現 こ そ が 、

尊 厳 や ⼈ 権 と し て 社 会 福 祉 が 保 障 す べ き 価 値 だ と す る 。 ⼈ 々 を こ の ⾃ ⼰ 実 現 へ

向 か わ せ る も の は 、 特 定 の 価 値 基 準 に 従 っ て 決 め ら れ た ⾏ 為 が で き る よ う に な

る こ と で は な い 。 ⼈ と の 繋 が り や 苦 し み に 寄 り 添 わ れ た 経 験 と い っ た 個 ⼈ 的 側

⾯ と 主 観 だ け で な く 客 観 的 な 指 標 に 基 づ く 平 均 的 な ⽣ 活 ⽔ 準 の 保 障 や ⾏ 財 政 へ

個 ⼈ が 主 体 的 に 参 加 す る こ と の 保 障 と い っ た 社 会 的 側 ⾯ の 両 者 に よ っ て 可 能 と

な る 。 そ し て 、 社 会 福 祉 ⽀ 援 を 展 開 す る 際 に は 、 ⽀ 援 者 に よ る ク ラ イ エ ン ト の
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苦 し み に 寄 り 添 っ た 呻 き や 疼 き へ の 応 答 が 重 要 と な る 。 現 状 の 哲 学 な き 社 会 福

祉 で は 、 援 助 技 術 で は な く 政 策 や 制 度 に お い て 、 ⽀ 援 者 や 国 家 及 び 社 会 に 主 体

の ⽐ 重 が 置 か れ て い る 。 同 時 に 、 福 祉 の 哲 学 者 た ち が 有 し て い た ⼈ 間 観 で あ る

苦 し み 悩 み 他 者 か ら の 応 答 を 求 め つ つ 、 ⾃ ら 他 者 を 愛 し 共 に ⽣ き よ う と す る 存

在 と し て の ⼈ 間 に あ る 依 存 性 や ⼈ 格 性 、 応 答 性 に 関 す る 権 利 が ⼗ 分 に 保 障 さ れ

て い な い 状 況 が ⽣ じ て い る 。  

福 祉 の 哲 学 者 た ち も 、 現 状 の 社 会 福 祉 も 、 理 念 に ⾃ ⼰ 実 現 を 位 置 付 け る 。 さ

ら に 、 現 状 の 社 会 福 祉 は ⾃ ⽴ も 規 範 と し て 位 置 付 け て い る 。 ⾃ ⽴ を 規 範 と し て

⾃ ⼰ 実 現 を ⽀ 援 す る と い う 現 状 の 社 会 福 祉 の 構 造 に は 、 価 値 が ⼆ つ ⼊ り 込 ん で

い る 。 こ の こ と に よ っ て ⽀ 援 の あ り ⽅ が 複 雑 に な っ て い る こ と は ⾃ 明 の 理 だ ろ

う 。 ⾃ ⽴ に は 、 剥 奪 さ れ た 権 利 を 獲 得 す る た め に ⽬ 指 さ れ て き た と い う 歴 史 的

⽂ 脈 も あ り 、 ⾃ ⽴ を ⽬ 指 す こ と ⾃ 体 を 悪 だ と 単 純 に 否 定 す る こ と は で き な い 。

⾃ ⽴ す る こ と に よ っ て ⼈ 々 の ⽣ 活 が 豊 か に な る こ と も あ る 。 し か し 、 福 祉 の 哲

学 者 た ち ⽈ く 、 ⼈ 間 は 他 者 と の 相 互 依 存 関 係 の 中 で ⽣ き る こ と を 前 提 と し て お

り 、 ⾃ ⼰ 実 現 と は 個 別 多 様 な 欲 求 の ⾃ ⼰ 充 ⾜ に よ る ⾃ ⽴ の 結 果 で は な く 他 者 と

の つ な が り や 他 者 か ら の 応 答 に 基 づ い て い る 。 た だ し 、 依 存 性 や 応 答 性 の み を

重 視 し 承 認 す る の で は な く 、 近 代 的 価 値 と し て 獲 得 し て き た 権 利 と し て の ⾃ ⽴

を 保 障 す る こ と も 社 会 福 祉 に は 必 要 で あ る 。 そ の た め 、 ⼈ 間 の 依 存 性 を 否 定 せ

ず 、 し か し 、 ⾃ ⽴ と 依 存 の ⼆ 項 対 ⽴ で は な い 他 者 と の 応 答 的 な 依 存 的 関 係 に 開

か れ た ⼈ 間 観 に 基 づ く ⾃ ⼰ 実 現 観 が 社 会 福 祉 に は 必 要 な の で は な い だ ろ う か 。  

今 後 の ⾃ ⼰ 実 現 思 想 の 新 た な 視 座 の 展 開 と し て 、 前 節 で 確 認 し た 「 全 ⼈ 的 ⼈

間 に 真 向 う 専 ⾨ 職 」が 、「『 呻 き 』を 、全 体 的 =全 ⼈ 格 的 に 受 け ⽌ め 」る こ と に よ

っ て 、「 ⽣ 活 の 全 体 的 な ニ ー ズ に 応 え よ う と す る 」社 会 福 祉 ⽀ 援 に お け る ⾃ ⼰ 実

現 を 今 後 探 求 し て い く こ と が 、 福 祉 哲 学 に お け る 重 要 な 課 題 と な る だ ろ う 。  

現 状 の 社 会 福 祉 の ⽀ 援 は 、 ま ず 個 ⼈ が 抱 え る ニ ー ズ を 細 分 化 し 、 細 分 化 さ れ

た そ れ ぞ れ の ニ ー ズ に 適 し た 社 会 福 祉 の 領 域 に お い て ⽀ 援 を 展 開 す る 。 対 応 す

る 社 会 福 祉 の 領 域 が 明 確 と な っ た ニ ー ズ は 、 そ の 領 域 に 属 す る 制 度 に 基 づ い た

サ ー ビ ス を 受 け る こ と に な る 。 細 分 化 さ れ た そ れ ぞ れ の ニ ー ズ た ち は そ れ ぞ れ

の サ ー ビ ス に お い て 個 々 に ⾃ ⽴ ⽀ 援 が ⾏ わ れ 、 そ の 結 果 、 全 部 の ニ ー ズ が 充 ⾜

さ れ る と 考 え ら れ て い る 。 し か し 、 個 別 細 分 化 さ れ た ニ ー ズ へ の ⽀ 援 で は 、 あ
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く ま で も 総 和 と し て の ニ ー ズ へ の 対 応 と な り 、 全 体 と し て の ニ ー ズ へ の 対 応 を

す る こ と が で き な い 。 細 分 化 す る 過 程 で 、 失 わ れ て し ま う ニ ー ズ が 現 れ て く る

だ ろ う 。 ⼀ ⾒ 、 ⾃ ⽴ ⽀ 援 に よ っ て ニ ー ズ が 満 た さ れ て い る よ う に ⾒ え る か も し

れ な い 。 し か し 、 ⼈ 間 存 在 全 体 と し て の ニ ー ズ に は 対 応 し き れ て い な い た め 、

全 体 的 な 存 在 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 者 で は な く 、 個 別 ニ ー ズ 充 ⾜ の 総 和 と し て の ⾃

⼰ 実 現 者 と な っ て い る 。 現 状 の 社 会 福 祉 ⽀ 援 は 、 個 別 ニ ー ズ の 総 和 と し て の ⽀

援 と な っ て い る た め 、 全 体 と し て の ニ ー ズ へ の 対 応 が 必 要 と な る 。   

ニ ー ズ を 細 分 化 し な い 全 体 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 と 捉 え る ⾃ ⼰ 実 現 理 解 は 、 未 だ

福 祉 哲 学 に お い て 明 確 に さ れ て い な い 。 よ り 全 体 的 な ⾃ ⼰ 実 現 と は 如 何 な る も

の か を 今 後 問 わ な く て は な ら な い だ ろ う 。 そ う で な け れ ば 、 個 別 ニ ー ズ の 充 ⾜

と し て の ⾃ ⼰ 実 現 と ⾃ ⽴ は 癒 着 し 続 け る こ と に な り 、 ⾃ ⽴ と 依 存 の ⼆ 項 対 ⽴ は

続 い て い く 。 全 体 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 は ⾃ ⽴ ⽀ 援 の 積 み 上 げ の 延 ⻑ 線 上 に あ る も

の で は な い 。 ⼈ 間 は 依 存 的 存 在 で あ る た め 、 依 存 を 否 定 し な い 、 む し ろ 応 答 的

な 依 存 関 係 に 開 か れ た ⾃ ⼰ 実 現 と い う 側 ⾯ か ら ⾃ ⼰ 実 現 観 を 探 求 し 直 す 必 要 が

あ る 。 全 体 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 を ど の よ う に 捉 え て い く べ き か が 今 後 の 課 題 と な

る 。  

 

おお わわ りり にに   

 

 依 存 を 否 定 し な い 他 者 と の 応 答 的 関 係 を 含 む 全 体 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 観 は 、

個 々 の ニ ー ズ の 充 ⾜ で は な く 、 よ り 他 者 と の 応 答 的 な 依 存 関 係 に 開 か れ た 全 体

と し て の ニ ー ズ の 充 ⾜ に 基 づ い て い る 。 他 者 か ら 切 り 離 さ れ た 個 的 な ⾃ ⼰ で は

な く 、他 者 と の 関 係 性 を 含 ん だ 全 体 と し て の ⾃ ⼰ が 存 ⽴ し て い る と 捉 え た 場 合 、

⾃ ⼰ 実 現 は 依 存 性 を 含 ん だ も の と し て 捉 え 直 す こ と が で き る だ ろ う 。 個 と し て

の ⾃ ⼰ で は な く 、 よ り 他 者 と の 応 答 的 な 依 存 関 係 に 開 か れ た 全 体 と し て の ⾃ ⼰

は 、 依 存 を 否 定 的 に 捉 え る の で は な く 肯 定 的 に 捉 え た ⾃ ⼰ と し て の ⾃ ⼰ 実 現 に

繋 が る こ と を 明 ら か に す る こ と に よ っ て 、 ⾃ ⽴ と 依 存 の ⼆ 項 対 ⽴ で は な い ⽀ 援

の あ り ⽅ を 探 求 し て い く 必 要 が あ る 。  

 現 状 の 社 会 福 祉 は 、 マ ズ ロ ー の 欲 求 階 層 説 か ら ⾃ ⽴ ⽀ 援 の 延 ⻑ 線 上 に ⾃ ⼰ 実

現 が あ る と 解 釈 し て い る が 、 社 会 福 祉 ⽀ 援 が マ ズ ロ ー の 概 念 に 依 拠 す る こ と に
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よ っ て ⾃ ⽴ し な い ⾃ ⼰ 実 現 の あ り ⽅ を ⾒ 過 ご し て し ま う 可 能 性 が あ る 。 そ の た

め 、マ ズ ロ ー の ⾃ ⼰ 実 現 よ り も 全 体 的 な ⾃ ⼰ 実 現 概 念 と し て 、T.H.グ リ ー ン の

⾃ 我 実 現 説 を 紹 介 し た い 。  

 マ ズ ロ ー の ⾃ ⼰ 実 現 (self-actualization)論 は 、 戦 後 の ⾼ 度 経 済 成 ⻑ 期 以 後 に

⽇ 本 に 流 ⼊ し ⼤ 衆 化 し て い る 。 し か し 、 ⽇ 本 に お け る ⾃ ⼰ 実 現 思 想 は 、 早 く も

1890 年 代 前 半 に は ⻄ 洋 か ら 輸 ⼊ さ れ て い た と ⾔ わ れ て い る (佐 々 ⽊ 2008, p. 

265)。 始 ま り は 、 1892 年 に 中 島 ⼒ 造 が 『 哲 学 雑 誌 』 で T.H.グ リ ー ン の ⾃ 我 実

現 (self-realization)を 紹 介 し た こ と だ と さ れ る 。T.H.グ リ ー ン は 19 世 紀 イ ギ リ

ス の 哲 学 者 で あ る 。 宗 教 思 想 、 倫 理 思 想 、 政 治 思 想 、 社 会 思 想 を も 持 つ 思 想 家

で あ り 、 ま た 中 等 教 育 及 び ⾼ 等 教 育 の 法 整 備 を ⾏ っ た 敎 育 実 践 家 で も あ り 、 そ

し て 、 同 時 に ⼀ ⼈ の 市 ⺠ と し て ⼤ 学 解 放 運 動 の パ イ オ ニ ア と し て も 活 躍 し た 。

グ リ ー ン は 、 戦 後 GHQ の 指 導 者 と し て ⽇ 本 の 教 育 改 ⾰ を ⾏ っ た デ ュ ー イ や セ

ツ ル メ ン ト の ⽗ と ⾔ わ れ る ト イ ン ビ ー 、 イ ギ リ ス 福 祉 国 家 の 先 駆 者 と ⾔ わ れ る

ウ ェ ッ ブ 夫 妻 に 影 響 を 与 え た と さ れ て い る 。 ⽇ 本 に お け る グ リ ー ン 研 究 者 は 、

中 島 ⼒ 造 を は じ め ⻄ ⽥ 幾 多 郎 、⻄ 晋 ⼀ 郎 、河 合 栄 治 郎 な ど で あ る (⾏ 安 1982, pp. 

303-316)。 グ リ ー ン は 、 ⾃ 我 実 現 を 単 な る 個 ⼈ 的 善 の 充 ⾜ で は な く 、 他 者 の 善

を も 含 む 共 同 善 に ⾒ 出 そ う と す る (野 村 1982, pp. 33-36)。「〈 全 体 的 な も の 〉(the 

ʻWholenessʼ)」 (野 村 1982, pp. 63-64)で あ る ⼈ 間 に と っ て の ⾃ 我 実 現 を 探 求 し

て い た 。 グ リ ー ン の 思 想 は 彼 の 影 響 を 受 け た 後 世 の 研 究 者 や 実 践 家 を 通 し て 、

現 代 の ⽇ 本 の 教 育 及 び 社 会 福 祉 に も 受 け 継 が れ て い る と 考 え ら れ る 。  

 グ リ ー ン の 思 想 か ら 、 関 係 依 存 性 や 他 者 へ の 応 答 性 を 含 む ⾃ ⼰ 実 現 観 を 読 み

解 い て い く こ と が で き る の で は な い だ ろ う か 。 今 後 、 グ リ ー ン の 思 想 を 探 求 し

て い く こ と に よ っ て 、 個 的 な ⾃ ⽴ と 直 結 し た ⾃ ⼰ 実 現 観 で は な い 、 全 体 性 に 開

か れ た ⾃ ⼰ 実 現 観 を 明 ら か に し て い き た い 。  
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・ 阿 部 志 郎 『 福 祉 の 哲 学 』 (誠 信 書 房  1997) 

・ 阿 部 志 郎 「 20 世 紀 の 福 祉 シ ス テ ム と パ ラ ダ イ ム 」『 社 会 福 祉 研 究 』 第 76 巻 , 

鉄 道 弘 済 会 社 会 福 祉 第 ⼀ 部 編 , pp. 18-28: 2001 

・ 井 岡 勉 「 第 5 章  孝 橋 ・ 嶋 ⽥ 論 争 」『 戦 後 ⽇ 本 社 会 福 祉 論 争 』 真 ⽥ 是 編 : 1979 

・ ⽷ 賀 ⼀ 雄 『 福 祉 の 思 想 』 (⽇ 本 放 送 出 版 協 会  1968) 

・ 岡 崎 祐 司 「 基 礎 構 造 改 ⾰ と ⾃ 治 体 福 祉 計 画 」『 社 会 福 祉 学 部 論 集 』 1 号 , pp. 

31-43: 2005 

・ 岡 村 重 夫 『 社 会 福 祉 学 原 論 』 (全 国 社 会 福 祉 協 議 会  1983) 

・ ⼩ 倉 襄 ⼆ 「 第 七 章  ⾃ 治 体 に お け る 福 祉 政 策 の 構 築  : ⾰ 新 ⾃ 治  体 と 福 祉 指

向 の 論 点 」『 評 論 ・ 社 会 科 学 』 第 8 号 , pp. 156-178: 1974 

・ 折 出 健 ⼆ 「 ⾃ ⽴ 」『 現 代 教 育 学 事 典 』 ⻘ ⽊ ⼀ ほ か 編 , (労 働 旬 報 社  1988) 

・ 加 藤 博 史 『 福 祉 哲 学 』 (晃 洋 書 房  2008) 

・ 加 藤 博 史 『 ⼆ つ の 福 祉 原 理 -社 会 的 権 利 と し て の ⾃ ⼰ 実 現 と 社 会 福 祉 の バ イ

オ ポ リ テ ィ ク ス 』 (晃 洋 書 房  2020) 

・ 京 極 ⾼ 宣 「 障 害 者 に お け る ⽣ 産 的 な る も の ― プ ロ ダ ク テ ィ ブ ・ リ ビ ン グ に つ

い て ― 」『 ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン  障 害 者 の 福 祉 』 第 21 巻 : 2001 

・ 京 極 ⾼ 宣 「 基 調 論 ⽂  今 、 求 め ら れ て い る ⾃ ⽴ ⽀ 援 」『 ⽉ 刊 福 祉  = Monthly 

welfare』 第 89 巻 , 第 8 号 , pp. 12-17: 2006 

・ 熊 ⾕ 晋 ⼀ 郎 「 当 事 者 の ⽴ 場 か ら 考 え る ⾃ ⽴ と は 」『 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 研 究  

第 170 号 』 第 46 巻 , 第 4 号 , p. 48: 2017 

・ 厚 ⽣ 労 働 省 「 ⽣ 涯 を 通 じ た ⾃ ⽴ と ⽀ え 合 い 〜 暮 ら し の 基 盤 と 社 会 保 障 を 考 え

る 〜 」『 厚 ⽣ 労 働 ⽩ 書 』 2008 
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・ 厚 ⽣ 労 働 省 「 暮 ら し と 社 会 の 安 定 に 向 け た ⾃ ⽴ ⽀ 援 」『 厚 ⽣ 労 働 ⽩ 書 』 2009 

・ 厚 ⽣ 労 働 省 「 社 会 保 障 を 考 え る 」『 厚 ⽣ 労 働 ⽩ 書 』 2012 

・ 児 島 亜 紀 ⼦ , 伊 藤 ⽂ ⼈ , 坂 本 毅 啓 編 『 現 代 社 会 と 福 祉 』 第 2 版 (東 ⼭ 書 房  

2017) 

・ 桜 井 啓 太 「 第 4 章  福 祉 依 存 批 判 に よ る ⽣ 活 保 護 バ ッ シ ン グ と ⾃ ⽴ ⽀ 援 の 展

開 」『 ⾃ ⽴ に 追 い ⽴ て ら れ る 社 会 』 広 瀬 義 徳 , 桜 井 啓 太 編 , pp. 70-83: 2020 

・ 佐 々 ⽊ 英 和 「 ⾃ ⼰ 実 現 思 想 に お け る 個 ⼈ 主 義 ・ 国 家 主 義 ・ 神 秘 主 義 --⼈ 格 概

念 の 多 元 的 展 開 に 関 す る 試 論 的 考 察 」『 宇 都 宮 ⼤ 学 教 育 学 部 紀 要 』 第 1 部 , 58, 

pp. 265-280: 2008 

・ 篠 原 拓 也 「 社 会 福 祉 学 に お け る ⼈ 権 の 特 質 と 位 置 」『 社 会 福 祉 学 』 第 57 巻 , 

第 4 号 , pp. 1‒13: 2017 

・ 嶋 ⽥ 啓 ⼀ 郎 『 社 会 福 祉 体 系 論 -⼒ 動 的 統 合 理 論 へ の 途 』（ ミ ネ ル ヴ ァ 書 房

1980）  

・ 嶋 ⽥ 啓 ⼀ 郎 「 喜 び を 運 ぶ 器 と し て の 科 学 : ⽇ 本 社 会 福 祉 学 会 に 期 待 す る 」

『 社 会 福 祉 学 』 第 36 巻 , 第 1 号 , pp. 16-35: 1995 

・ 全 国 児 童 養 護 施 設 協 議 会 「 全 国 児 童 養 護 施 設 協 議 会  倫 理 綱 領  」『 全 養 協 通

信 』 NO.222: 2010.6.2 

・ 全 国 ⽼ ⼈ 福 祉 施 設 協 議 会 「 私 た ち は 、 ⾃ ⼰ 実 現 介 護 （ 利 ⽤ 者 ⼀ ⼈ ひ と り の 願

う “⾃ ⽴ ”を 叶 え る 伴 ⾛ 型 ⾃ ⽴ ⽀ 援 ） を ⽬ 指 し ま す ！ ]『 全 国 ⽼ 施 協 ニ ュ ー ス 』

NO. 28-3: 2017 

・ ⾼ 橋 重 宏 「 キ ー ワ ー ド の 解 説 」  『 世 界 の 児 童 と ⺟ 性 』 網 野 武 博 編 集 , vol35, 

pp. 39-42: 1993 

・ ⽴ 岩 真 也 「 ⾃ ⽴ 」『 福 祉 社 会 事 典 』 庄 司 洋 ⼦ ほ か 編 (弘 ⽂ 堂  1999) 

・ 東 洋 ⼤ 学 社 会 福 祉 学 会 .「 社 会 福 祉 の 理 論 と 運 営 」『 東 洋 ⼤ 学 社 会 福 祉 研 究 』

6 号 : 2013 

・ 中 村 剛 『 福 祉 哲 学 の 継 承 と 再 ⽣ ―  社 会 福 祉 の 経 験 を い ま 問 い 直 す 』 (ミ ネ ル

ヴ ァ 書 房  2014) 

・ 中 村 剛 「 尊 厳 と ⼈ 権 の 意 味 」『 社 会 福 祉 学 』 第 59 巻 , 第 1 号 , pp. 1-12: 2018 

・ ⽇ 本 社 会 福 祉 ⼠ 養 成 校 協 会 『 わ が 国 の 社 会 福 祉 教 育 ， 特 に ソ ー シ ャ ル ワ ー ク

に お け る 基 本 ⽤ 語 の 統 ⼀ ・ 普 及 に 関 す る 研 究 報 告 書 』 (2005) 
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・ 野 村 博 「 第 2 章  T. H. グ リ ー ン の 倫 理 思 想 」『 T. H. グ リ ー ン 研 究 』 ⾏ 安

茂 , 藤 原 保 信 編 , pp. 27-50: 1982 

・ 東 ⽅ 淑 雄 「 社 会 福 祉 に 関 す る 経 済 学 論 争 史 （ 1） ― 社 会 福 祉 は な ぜ 福 祉 経 済

学 の 論 争 の 歴 史 を 学 ば な け れ ば な ら な い か ― 」『 名 古 屋 学 院 ⼤ 学 論 集 社 会 科 学

篇 』 第  44 巻 , 第  2 号 , pp. 53-113: 2007 

・ 広 瀬 義 徳 , 桜 井 啓 太 編 『 ⾃ ⽴ に 追 い ⽴ て ら れ る 社 会 』 (イ ン パ ク ト 出 版  

2020) 

・ 牧 園 清 ⼦ 「 福 祉 政 策 に お け る 『 ⾃ ⽴ 』 概 念 の 研 究 」『 松 ⼭ ⼤ 学 論 集 』 第 21

巻 , 第 1 巻 , pp. 211-236: 2009 

・ 真 鍋 ⾥ 彩 「『 ⾃ ⽴ 』 概 念 の 歴 史 的 変 遷 と 現 代 的 意 義 の 検 討 」『 ⼈ 間 社 会 学 研 究

集 録 』 15: 2019 

・ 丸 ⾕ 浩 介 「 1-4 犯 罪 を し た 障 害 者 を 孤 ⽴ さ せ な い た め に 」『 ⾃ 助 社 会 を 終 わ

ら せ る 』 宮 本 太 郎 編 , pp. 147-174: 2022 

・ 宮 本 太 郎 編 『 ⾃ 助 社 会 を 終 わ ら せ る 』 (岩 波 書 店  2022) 

・ ⾏ 安 茂 「 第 6 章  ⽇ 本 に お け る T.H. グ リ ー ン の 受 容 」『 T. H. グ リ ー ン 研

究 』 ⾏ 安 茂 , 藤 原 保 信 編 , pp. 303-326: 1982 

・ ⾏ 安 茂 , 藤 原 保 信 編 『 T. H. グ リ ー ン 研 究 』 (御 茶 の ⽔ 書 房  1982) 

・ 横 ⼭ 穰 「 嶋 ⽥ 理 論 の 再 検 証 に 関 す る ⼀ 考 察 : 嶋 ⽥ 理 論 が 提 起 し た も の 」『 北

星 学 園 ⼤ 学 社 会 福 祉 学 部 北 星 論 集 』 第 44 号 , p. 127-131: 2007 

 

【 電 ⼦ 書 籍 ,HP 等 】  

・ 厚 ⽣ 労 働 省 「『 社 会 福 祉 基 礎 構 造 改 ⾰ に つ い て （ 中 間 ま と め ）』 の 要 点 」『 報

道 発 表 資 料 』 1998, https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1006/h0617-

1.html 

・ 厚 ⽣ 労 働 省 「 平 成 13 年 版 厚 ⽣ 労 働 ⽩ 書 」 2001, 

https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei_roudou/2001/ 

・ 厚 ⽣ 労 働 省 「 ⽣ 活 困 窮 者 ⾃ ⽴ ⽀ 援 の あ り ⽅ に 関 す る 論 点 整 理 」「『 ⽣ 活 困 窮 者

⾃ ⽴ ⽀ 援 の あ り ⽅ に 関 す る 論 点 整 理 』 を 公 表 し ま す 」  2017/3/17, 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-

Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000167709.pdf 
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・ 厚 ⽣ 労 働 省 「 社 会 福 祉 ⼠ 養 成 課 程 に お け る 教 育 内 容 等 の ⾒ 直 し に つ い て 」

『 令 和 元 年 度 社 会 福 祉 ⼠ 養 成 課 程 に お け る 教 育 内 容 等 の ⾒ 直 し に つ い て 』

2019/6/28, https://www.mhlw.go.jp/content/000523365.pdf 

・ 社 会 福 祉 専 ⾨ 職 団 体 協 議 会 「 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 専 ⾨ 職 の グ ロ ー バ ル 定 義 と 解

説 」「『 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の グ ロ ー バ ル 定 義 』 に つ い て 」 2016/3,  

https://www.jacsw.or.jp/citizens/kokusai/IFSW/documents/SW_teigi_01705.

pdf 

・ 社 会 福 祉 専 ⾨ 職 団 体 協 議 会 , ⽇ 本 社 会 福 祉 教 育 学 校 連 盟 「 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク

専 ⾨ 職 の グ ロ ー バ ル 定 義 (⽇ 本 語 訳 )」「『 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 専 ⾨ 職 の グ ロ ー バ ル

定 義 』 に 係 る ⽇ 本 語 訳 が 確 定 」 2015/2/19, 

https://www.jacsw.or.jp/citizens/kokusai/IFSW/documents/SW_teigi_japanes

e.pdf 
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The relationship between Independence and Self-actualization in social 

work: Reflection on the view of Self-actualization 

 

MANABE Lisa 

It is said that social work is based on three fields: social policy, social 

system, and social work. The purpose of social work is helping people to 

become independent and achieve self-actualization.   

The scholars specialized in welfare philosophy have shone a light on the 

need to base self-actualization on individuality or interdependency and make 

it the fundamental principle of social work.  

Independence is a concept influenced by neoliberalism. Nowadays 

independence is recognized as the ability for people to live on their own 

without other people’s help in general. Some researchers sound the alarm 

about the risk of independency. Other studies focus on social inclusion.  

Further, independence in the field of social work has several meanings. 

One of them is living while receiving social support. Though in most cases, 

social workers aim to support individuals in becoming independent to the 

degree where they are able to live on their own without relying on social 

services. In other words, beneficiaries of social services can achieve self-

actualization with the support of social workers providing them with tools 

according to their various needs. Beneficiaries should be able to become 

self-reliant and fulfill their own needs. This goal, however, does not have 

interdependency, which is the fundamental principle of social work, at its 

center. Nevertheless, it is important to address dependency and wholeness 

when discussing self-actualization in order to further develop proper tools 

in social welfare support. 
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