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ソ ー シ ヤ ル ワ ー ク の ア イ デ ン テ イ テ イ

一 ケアマネジメン トの展開が及ぼ した影m

副 田 あけみ

〈要 旨〉

本 論 の 目的 は、ケ ア マ ネ ジ メ ン トの 展 開 が ソー シ ャ ル ワー ク論 に及 ぼ した影

響 につ い て、ア メ リカ とイ ギ リス に お け る言 説 を検 討 し、わが 国 に お け る ソー

シ ャル ワー クの ア イデ ンテ ィテ ィ論 に必 要 な論 点 を確 認 す る こ とであ る。ア メ

リカ とイギ リスで は、① 実 践 内容 ・方 法、② ソー シ ャ ル ワー カー の役 割 、③ 専 門職

と して の 自律性(対 行政 組 織)、④ 基 盤 とす る価 値 、につ い て影 響 が論 じ られ てい

た。特 に、イギ リス で は、ソー シ ャル ワー クの ア イデ ンテ ィテ ィ を④価 値 の観 点

か ら再 確 認 しよ う とす る説 が 目立つ 。わが 国 の高 齢 者 に対 す る ソー シ ャル ワー

ク論 で は、特 に、③ 、④ に関 し議 論 す る こ とが課 題 であ る と指摘 した。

〈キ ー ワ ー ド〉

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト、ソ ー シ ャ ル ワ ー ク、ア イ デ ンテ ィ テ ィ、マ ネ ジ ャ リズ ム

1.ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の ア イ デ ン テ イ テ イ

1.1問 われ る理 由

こ こで い う ソー シ ャル ワー クの ア イデ ンテ ィテ ィとは、ソー シ ャル ワー ク と

は何 か、に対 す る答 え、言 説 の こ とで あ る。こ の 問 い と答 え の探 求作 業 には、そ

の 存 在 意 義 は何 か 、ソ ー シ ャ ル ワ ー カー の役 割 は 何 か 、あ る い は、ソー シ ャ ル

ワー カー は専 門職 か/そ の専 門性 は何 か(専 門職 論)と い っ た議 論 が含 まれ る。

看 護 や介 護 、あ る い は、臨床 心理 の 領域 で は 、方 法 論 は さか ん に議 論 され る も
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の の、その アイデ ンテ ィテ ィは 関係 者 の あい だで 自明の こ とであ り、あ ま り問題

に な る こ とは ない だ ろ う。だが 、ソー シ ャル ワー クにお い て は、そ の方 法 論 だ け

で な くそ の アイ デ ンテ ィテ ィが た えず 論議 され て きた し、現 在 もな お、問 われ て

い る1。

そ の ひ とつ の理 由 は、ソー シャ ル ワー クが 多種 多 様 な社 会福 祉 の フ ィー ル ド・

機 関 で実 践 され、主 要 な実践 の領域 や場 とい う ものが な い こ と、それ ぞ れの 領域

や場 に応 じた独 自の知 識 や概 念 があ る こ と、主 要 な役割 ・活動 内容 も実 践 の 文脈

(コ ンテ キ ス ト)に よっ て多 様 で 幅 広 い こ とな どに よ り、ソー シ ャル ワー ク を ひ

とつ に ま とめ て語 る こ とが 困 難 だ か らで あ る2。医 療 や 看 護 に比 べ て ソ ー シ ャ

ル ワー クが イ メー ジ しに くい理 由で もあ る。

ふ たつ 目の 理 由 は、医療 や 学 校 、司 法 シス テ ム な ど、福 祉 事 業 を実施 す る こ と

を 目的 と して い ない 機 関 に も ソー シ ャル ワー クは進 出す る こ とに 関連 す る。そ

こで は、ソー シ ャル ワー クを実 践 す る 目的 や 意 義 を周 囲 か ら明示 す る こ とが 求

め られ る、また、ソー シ ャ ル ワー カー 自身、業 務 遂 行 上、そ の再確 認 を迫 られ るか

らで あ る。

さ らに、民 間組 織 で 誕 生 した ソー シ ャルケ ー ス ワー クが 国家 の社 会福 祉 事 業

の実 施 手 段 と して取 り入 れ る よ うに な って以 来 、公 的機 関 に お け る ソー シ ャル

ワー ク は もち ろ ん の こ と、政 府 か ら補 助 金 を得 る、あ る い は、政 府 との 契約 に

よっ てサ ー ビス を提 供 す る民 間組 織 の ソー シ ャル ワー ク もま た、政 府 の政 策 に

よっ てそ の対 象 範 囲 や 活動 内容 、活 動 方 法 等 を規 定 され統 制 され る側 面 を強 く

もつ よ う にな っ た。そ れ ゆ え、ソー シ ャル ワー ク を ひ とつ の専 門 的 社 会 援 助 活

動 と して位 置 づ け よ う とす るな らば、そ の 自律 性 につ い て の議 論 を展 開せ ざる

を得 ない か らで あ る。

1.2支 援 セ ンター と ソー シ ャル ワー ク

わが 国 にお い て、1980年 代 まで 、相 談 援 助 を 中心 とす る ソー シ ャル ワー クが

実践 され てい た の は主 に病 院 と行政 機i関(児 童 相 談所 、福 祉 事 務所 等)で あ った 。

198g年 、国 は「高 齢 者保 健福 祉 推 進10か 年 戦 略(ゴ ー ル ドプ ラ ン)」に よっ て、在

宅介 護 支援 セ ン ター とい う地域 を基 盤 と した相 談 援助 の場 を創 出 し、1987年 に
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成 立 した わが 国 の ソー シ ャル ワー カー 資格 で あ る社 会福 祉 士 の所 持 者 を、職 員

の1人 と して配 置 す る こ とを求 めた 。相 談事 業 を民 間組 織 に委 託(ア ウ トソー シ

ング)す る とい う、この在 宅 介護 支 援 セ ンター の事 業 運 営 方法 は、そ の後 、障害 福

祉 分野 、子 ど も家 庭福 祉 分 野 で も広 が っ てい く3。在 宅 介 護 支 援 セ ンター の事 業

展 開 は、地 域 を基盤 とす る ソー シ ャル ワー ク とは何 か 、ソー シ ャル ワー カーの役

割 は何 か を論 議 す る契機 とな る はず であ った。

だが ほ とん ど同 時期 に、ア メ リカで 誕 生 した ケ ー スマ ネ ジメ ン ト論 が わが 国

に導 入 され 、在 宅 介 護 支 援 セ ン ター は、在 宅 サ ー ビス の調 整 ・媒 介 とい うケー ス

マ ネ ジ メ ン トを実施 す る組 織 と して位 置 づ け られ る こ と にな る4。そ して、介 護

保 険 法 が2000年 か ら実 施 され る よ う に な る と、ほ とん どの 在 宅介 護 支 援 セ ン

ター は居 宅 介 護 支 援 事 業所 の 指 定 を受 け て 、介 護 保 険 下 の ケ アマ ネ ジ メ ン トを

実 施 す る こ とに な っ た。こ う した なか で議 論 され た の は、介 護 保 険下 で の ケ ア

マ ネ ジ メ ン トは ソー シ ャル ワー ク と親 和 的 か 、ソー シ ャル ワー ク とケ アマ ネ ジ

メ ン トの 異 同 は何 か5、とい っ た こ とで あ っ た。

2006年 の 介 護 保 険法 の改 正 で 地 域 包 括 支 援 セ ンター が 創 設 され る こ と にな

り、多 くの 在 宅 介 護 支援ニセ ン ター は地域 包括 支 援 セ ンター に衣 替 えす る こ とに

な っ た。地域 包括 支 援 セ ン タ0に 必 置 と な った 社 会 福 祉 士 は、介 護 支 援 専 門員

と して の ケア マ ネ ジ メ ン ト業 務 を兼 務 せ ず 、総 合 相 談 と権 利 擁 護(高 齢 者虐 待 防

止 、成 年 後 見制 度 活用 促 進 等)を 実施 す る こ と、また、他 の職 種 と ともに関係 機 関

間の ネ ッ トワー クや 地域 ネ ッ トワー ク を構 築 す る こ とが 求 め られ てい る。社 会

福祉 士 の専 門 職組 織 で あ る 日本社 会福 祉 士 会 は、これ らの 活動 を「地域 包括 支 援

セ ン ター の ソー シ ャル ワー ク」と して 理解 し、社 会福 祉士 が積 極 的 に展 開 で きる

よ うテ キ ス トを作 成 、研 修 に力 をいれ て い る6。

以 上 の よう に1990年 代 以 後 、わ が 国 の高 齢 者 福 祉 を中 心 と した ソ0シ ャル

ワー ク論 は、ケ ー ス マ ネ ジメ ン トや ケ アマ ンジ メ ン トとの 対比 を通 して そ の ア

イデ ンテ ィテ ィの確 認 作 業 を試 み て い るが 、十 分 とは言 えな い。昨 今 は、ポ ス ト

モ ダ ンの ア プ ロ ーチ か らソー シ ャ ル ワー クの ア イデ ンテ ィテ ィ を問 い直 す 、と

い う作 業 が 注 目 され て い る7。だが 、地域 に お け る実 践 の 場 、少 な くと も高 齢 者

福 祉 分 野 で は、ケ アマ ネ ジメ ン トとの対 比 に よ る論 議 を今 一 度 行 っ てお く必 要
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が あ る と考 え る。で は、どの よ うな点 で の論議 が 必 要 か 。

そ の 論 点 を探 る た め に、ケ ー スマ ネ ジメ ン トを誕 生 させ 、多 様 な分 野 へ 拡 大

させ て い った ア メ リカ と、新 しい コ ミュニ テ ィケ ア の要 と して行 政 機 関 の ソー

シ ャル ワー カー にケ アマ ネ ジ メ ン トの実 施 を求 め た イギ リス にお ける、ケ ー ス

/ケ アマ ネ ジメ ン トが ソー シ ャル ワー ク論 に与 えた影 響 を検 討 す る。

2.ア メ リカ にお け るケ ー ス マ ネ ジ メ ン トとソー シ ャル ワー ク

2.1ケ ー スマ ネ ジメ ン トの拡 大

ケー ス マ ネ ジメ ン トは、サ ー ビス調 整 の方 法 と して1970年 代 初 頭 に登 場 した 。

連 邦 政 府 は、経 済 の ス タグ フ レー シ ョンに よ り、そ れ まで の プ ロ グ ラ ムの 創 設 ・

拡 大 とい う福 祉 政 策 の路 線 をサ ー ビス 調整 に変 更 す る こ とに な った。1970年 代

半 ば 、「ニ ュー連 邦 主義 」の名 の下 で 、公 的 費用 の削 減 と州 政府 へ の財 源 委譲 を 目

指 した ブ ロ ッ クグ ラ ン トの採 用 が 、ケ ー ス マ ネ ジ メ ン ト発 展 の コー ナー ス トー

ン とな っ た(1974年 の 改 正社 会 保 障法 タ イ トルXX)8。 そ の後 も、多 くの福 祉 、

医療 分 野 で ケ ー スマ ネ ジ メ ン トが法 制化 され た(表i参 照)。

表1連 邦法 に組 み込 まれ た ケ ー スマ ネ ジ メ ン ト

1970 発達障害法 発 達 障害 を もつ 人 々に対 す るサ ー ビスの1つ と して
の公 的命令 に よるCM

1972 メデ ィケ ア とメデ イケ イ ド
の ウェ イバ ープ ログ ラム

虚 弱 高 齢 者 の た め に地域 基 盤 のサ ー ビ ス を提 供 す
る、CMの デモ ンス トレー シ ョンプ ロ ジェ ク トと リ
サ ーチ

1975 改正社 会保 障法 タイ トル
20

ソー シ ャルサ ー ビス ・ブロ ックグ ラ ン トの 下 での 選

択 的サ ー ビスを作 り出すCM

1975 ハ ンデ ィキ ャ ップ を もつ 子

ど ものため の教 育法
特 別ニ ーズ を もつ子 ど もの た めの プロ グラムにお け
る公的 命令 に よるサ ー ビスの1つ と してのCM

1976 コ ミュニ テ ィ支援 プ ログ ラ

ム
慢性精神疾患を もつ人々のための地域基盤のケアプ
ログラムにおいて選択サー ビスを作 り出すCM

1978 高齢 アメリカ人法の修正 高齢 者 のための ソー シャルサ ー ビスにおけ る公的 命

令 に よるCM

':1 養子支援 と児童福祉連邦法 里親 ケ アを受 けてい る子 どもに対す るサ ー ビスで求
め られ るケア プラ ンニ ング とレビュー

1981 オムニバ ス予算調整法 州の メデ ィケ イ ドプ ラ ンにお けるプ ライマ リー ケア
CMの ため の ウェ イバ ープ ログ ラム
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地 域 ・家 庭 基 盤 の ウ ェ イ ナ ー シ ングホー ム入 所 の リス ク を もつ メデ ィケ イ ド
バ ー プログ ラム 受給者 を対象 とした、地域基盤のケアプログラムを

CMす ることを州に許可

':・ 高齢アメリカ人法の修正 地域高齢者機関に対 し、CMプ ログラムの責任 を割 り
当て

1985 オムニバス予算調整法の強 選 択 的 メデ ィケ イ ドサ ー ビス と して のCM;医 療 、社
化 会、教 育、その他 のサ ー ビス に人々が ア クセ スで きる

よ う、州 の メデ ィケ イ ドプ ラ ンの一部 として、州がC
Mを 活用す る

1986 オム ニバ ス保 健 法 、タイ ト 慢性精神疾患 を もつ人々に対する地域基盤ケア(の
ルV:州 総合精神保健サー 公的予算)の 一部 としての公的命令 によるCM
ビスプ ラ ン

1987 特殊教育法 特殊 教育 プ ロ グラムの ための選択 的サ ー ビス と して
のCM

ス チ ュ ア ー ト・マ ッ キ ン ホーム レスや慢性的精神疾患 として定義される人々
リー ホ ー ム レス 支 援 法 への医療 と社会サービスの選択的組み合わせ を作 り

出すCM

1988 家族支援法 公的扶助受給者のための教育お よび訓練サービスの
一部 として認め られ るCM

、就労 と訓練 プログ ラム実
施 中の家族 にケー スマ ネ ジャーの割 り当て を求め る
ことを州機関に許可

1990 リ イア ン・ホ ワ イ ト包括 的 HIV/AIDS患 者 に 対 す る3つ の 主 要 な サ ー ビ ス ・イ ニ
エ イズ資源緊急法 シアテ ィブにおける選択的構成素 としてのCM

オムニバス予算調整法 選 択 的 メデ イケ イ ドサ ー ビス と して の、特 定化 され
たサー ビス供給者 にもとつか ないCM

1992 高齢アメリカ人法 財源 を得 られる資格 をもつ直接 的サービスとしての
独立型のCM

(Dill,A.(2001)P.16の 図2を 元 に 筆 者 作 成 、CM=ケ ー ス マ ネ ジ メ ン ト)

高 齢者 を対 象 と した ケ ー スマ ネ ジ メ ン トにつ い て は、多 くの 論者 が、1970年

代 初頭 か ら半 ば まで に誕 生 した モ デ ル と、70年 代 後半 か ら80年 代 に展 開 され た

モ デ ル の指 向性 の 違 い を指 摘 してい る。それ らは、「第一 世 代 の ケ ー スマ ネ ジメ

ン ト」と「第 二世 代 の ケー ス マ ネ ジ メ ン ト」9、「仲 介 モ デ ル」と「サ ー ビス管 理 モ デ

ル」10、「利 用 者 指 向 モ デ ル」と「シ ス テ ム指 向 モ デ ルJ11、な ど と分 類 され て い る。

は じめの ほ うの モ デ ル は、サ ー ビスへ の ア クセ ス を高 め、断 片化 して い るサ ー ビ

ス を統 合 的 に供 給 す る こ とに、よ り焦 点 を当 て て い た。これ に対 し、あ との ほ う

の モデ ル は、サ ー ビスの効 率 的 運営 や 費用抑 制 に よ り焦点 を当 て る。

これ らのモ デ ルに沿 って実 施 され た ケー ス マ ネ ジメ ン トの プ ロ ジェ ク トにつ

い て さか ん に評価 研 究 が 行 わ れ たが 、結 果 は、どち らのモ デ ル につ い て も明確 な

効 果 は見 られ な い とい う もの が 多 か っ だ2。 しか し、これ につ い て は、ケ ー スマ
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ネ ジ メ ン トは評 価 自体 が 困 難 で あ る、とい う説 明が な され、成 果 が 見 られ な い

か ら中止 、とはな らなか った。む しろ、80年 代 半 ば以 降、これ らのモ デ ルに加 え、

種 々 の モ デ ルが 混 在 した形 で さ まざ まなサ ー ビス プ ログ ラム に取 り入 れ られ 、

コ ミュニ テ ィケ ア政策 とは異 な る分 野、た とえ ば、児 童保 護 サ ー ビス、HIVケ ア、

ター ミナ ル ケ ア、刑 務 所 、生 活 保 護 、長 期 失 業 者 の就 労 支 援 、マ ネ ジ ドケ ア な ど

に もケ ー スマ ネ ジ メ ン トが 採 用 され て い く。また、高 齢 者 の 長 期 ケ ア に 関す る

ケ ー スマ ネ ジ メ ン トの政 策 や 研 究 は、80年 代 半 ば以 降、ケ ア シス テム の合 理 化

に い っ そ う焦 点 を当 て る よ うに な り、別 の 意 味 で コ ミュニ テ ィケ ア政 策 とは切

り離 され た もの にな って い っ た。

で は、効 果が あ る とい う結 果 が で なか った に もか か わ らず 、なぜ ケ ー スマ ネ ジ

メ ン トは廃 れず 、逆 に拡 大 して い っ た のか 。Drillは、ケー ス マ ネ ジ メ ン トの拡 大

の主 要 な源 泉 と して 、ケ ー スマ ネ ジ メ ン トが 時代 の 中心 的 政策 の どれ に も合 わ

せ る こ とので きるサ ー ビス テ ク ノ ロ ジー と して位 置 づ け られ て きた こ と と、多

様 な プ レイヤ ー た ちが そ れ ぞ れ の 意 味 で ケ ー ス マ ネ ジメ ン トを擁 護 ・支 援 して

い きた こ とをあ げ てい る13。

Dril1に言 わせ れ ば、ケ ー ス マ ネ ジ メ ン トは時 代 の 政 策 トレ ン ドに適 合 可 能 な

「中 立 的 サ ー ビス テ ク ノ ロ ジ ー」で あ っ た。70年 代 前 半 の 「サ ー ビスへ の ア ク セ

ス と利用 可 能性 の 向上 」、70年 代 後 半 ～80年 代 半 ばの 「費用 統 制 と効率 的 資源 配

分 」、80年 代 半 ば以 降 の「サ ー ビス供 給 の安 定化 と財 政 の説 明責 任 」とい う政 策

目的 の いず れ に も、計 画 的 な サ ー ビ ス調 整 方 法/技 術 と して の ケ ー ス マ ネ ジ メ

ン トは適 合 的 で あ っ た。「中 立 的 サ ー ビス テ ク ノ ロ ジー」で あ っ た か らこそ 、ど

の分 野 で もどの よ うな組織 構造 に お い てで も活 用 す る こ とが可 能 で あ っ た。ま

た、ケ ー ス マ ネ ジ メ ン トは可 塑 性 の高 い テ ク ノ ロ ジ ーで 、特 に、初期 の ケ ー ス マ

ネ ジ メ ン トの プ ーーグ ラ ムデ ザ イ ンは、州 や 自治 体 が独 自の 標準 を設 定 す る こ と

が で きる 自由 さが あ っ た14。

また、ケ ー ス マ ネ ジ メ ン トはサ ー ビス テ ク ノロ ジー で あ る と同 時 に、多 様 な

プ レイヤ ー に とっての 象徴 的資 源 で あ っ た。70年 代 に はNPOが 、80、90年 代 に は

ホ ー ム ケ ア産 業 が 、福 祉 や在 宅 医療 の サ ー ビ ス提 供 機 関 と して発 展 して い く。

これ らの組 織 ・産 業 は、政府 の コ ミュニ テ ィ・ケ ア推 進 政 策 を プ ッシ ュ して い く
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た め に、ケ ー ス マ ネ ジメ ン トの プ ロジ ェ ク トが 成 功 とは い え な い と きで もこれ

を擁i護 した。他 方 、障 害 者 の 自立 生 活 運 動 は、地 域 生 活 に お け る 自律性 の 向 上

の た め の コ ミュ ニ テ ィケ ア を推 進 す る方 法 と して、サ ー ビスへ の ア クセ ス 向上

とサ ー ビス選 択 を 強 調 す る利 用 者 中 心 の ケ ー ス マ ネ ジ メ ン トを容 認 した。マ

ネ ジ ドケ ア に お け るHMOは 、コ ス ト抑 制、費 用 管 理 の 目標 を、「もっ と も適 切 で

総 合 的 な ケ ア プ ラ ンの 達 成」を表 す ケ ー スマ ネ ジ メ ン トとい うバ ナー の下 で追

求 す る こ とが で きた。さ らに、民 間 ケ ー ス マ ネ ジ メ ン ト会社 や 開業 ケ ー スマ ネ

ジ ャー は、高 齢 者 と家 族 の た め の ケー ス マ ネ ジメ ン トを商 品 として提供 し、よ り

専 門性 を高 め た高 度専 門職 と して の地 位 を追求 した。

2.2ケ ー ス マ ネ ジ ャー の高 度 専 門職 論

ア メ リカで は、ケー ス マ ネ ジメ ン トの拡 大 とと もに、ケー ス マ ネジ ャー の専 門

性 論議 が生 まれ て い る15。

「仲 介 モ デ ル」や 「第 一 世 代 ケー スマ ネ ジ メ ン トモ デ ル」は、行 政 機 関等 の ケ ー

ス ワー カー に利 用 者 を割 り当 て、ケ ー スマ ネ ジメ ン トの実 施 を求 め る、とい う も

の で あ る。これ に対 し、「サ ー ビス管 理 モ デ ル」や 「第二 世代 の ケ ー スマ ネ ジメ ン

トモ デ ル」で は、ター ゲ ッテ ィ ン グや ス ク リー ニ ング な どの た め に、よ り専 門的

訓練 を受 けた ワー カー が ケ ー ス マ ネ ジ ャー を担 当す べ き、とい う主 張 が 登 場 し

て きた。

病 院 や保 険業 界 で は、マ ネ ジ ドケ アの下 、過 剰 なサ ー ビス利 用 を減 じる こ とで

費用 を コ ン トロー ルす る こ とを 目的 と し、説 明 責 任 の果 たせ る効 率 的 サ ー ビス

調 整 方 法 と して の ケ ー スマ ネ ジ メ ン トを積 極 的 に採 用 す る よ うにな る。た とえ

ば、プ ラ イマ リケ アマ ネ ジメ ン トで は、医師 や プ ラ イマ リー ナ ース が ケー ス マ ネ

ジ ャー とな り、ハ イ リス ク、ハ イコ ス トの メデ ィケ ア患 者 の 治療 を管 理 す る。損

害 保 険 会 社 で は、登 録 看 護 師が ケ ー スマ ネ ジ ャー とな り、ハ イ コス ト事 例 に対

し「よ り少 な い」医療 サ ー ビスの 供 給 を調 整 す る。こ う した領域 で は、当 然、ケ ー

ス マ ネ ジ ャー は高 度 な専 門性 を もつ 専 門職 で あ る こ とが 不可 欠 とい う主 張 にな

る。

さ らに、80年 代初 頭 か ら、民 間 会社 に よ るケ ー ス マ ネ ジメ ン トや 個 人 開 業 の
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ケ ース マ ネジ ャー た ちが登 場 して きた。彼 らは、不動 産管 理 や 家 計管 理 、住居 や

施 設 入 所 の相 談 調 整、高 齢 者 や 家 族 に対 す る カ ウ ンセ リ ング な どを含 む トー タ

ル な生 活 支 援 サ ー ビス と して、ケ ー ス マ ネ ジ メ ン トを実 施 す る。一 人暮 ら しの

高 齢 者 や 遠 方 に住 む 老 親 の 生 活 や ケ ア を心 配 す る子 ど もた ち の た め に、こ う し

た サ ー ビス が 行 わ れ る。1980年 代 末 の 調 査 で は、こ う した民 間会 社 や 開業 ケ ー

ス マ ネ ジ ャー の3分 の2は 、修 士 号 を もつ ソー シ ャ ル ワー カ ー た ち で あ っ た16。

ア メ リカで は、80年 代 以 降 、行 政 機 関や福 祉 サ ー ビス提 供 の民 間非 営 利 組 織 に

働 くソー シ ャル ワー カ ー た ちが 、ペ ーパ ー ワー クの 多 さや 利 用 者 へ の ア ドボ カ

シーの 困 難 さな どを嫌 い、大 学 院終 了後 、メ ン タルヘ ルス の相談 サ ー ビス を開業

す る傾 向 が 強 くな っ た。福 祉 へ の財 政 支 出 の抑 制 に よ り、公 的機 関 が 大 学 院 卒

業 者 を採 用 しな くな っ た こ とが これ に拍 車 をか け た と言 わ れ て い る。これ と同

じよ うな こ とが 、80～90年 代 に ケー ス マ ネ ジ メ ン トで も起 きた わ けで あ る。

ケ ー ス マ ネ ジ メ ン トが 商 品 に なれ ば、そ の 品 質 が 問 われ る。この 領 域 で も、

ケー ス マ ネ ジ ャー は 高 度 な専 門性 を もつ 専 門職 で あ る こ とが 必 要 、とい う主 張

が 当然 、強 くな る。ケ ー ス マ ネ ジ ャー の専 門性 、高 度 専 門 職 に 関 す る言 説 は、病

院や保 険会 社 、ケー ス マ ネ ジ ャー た ち の業 界 団体 、アカデ ミズ ム な どで論 じ られ

た。1990年 代 初 期 に は、認証 ケ ー スマ ネ ジ ャー の会 が 設 立 され て い る。専 門老 年

学 ケ ア マ ネ ジャ ー協 会 や 全 米 ソー シ ャル ワー カー協 会 な どに よ る、専 門サ ー ビ

ス と しての ケ ー スマ ネ ジメ ン トの ス タ ンダー ド・ガイ ドラ イ ンの 作成 は、ケ ー ス

マ ネ ジ メ ン トの 高度 専 門職 化 や 、専 門 職 主義 強化 の サ イ ン と して み る こ とが で

きる17。

ケ ー スマ ネ ジ ャー の 高 度 な専 門性 、高 度 専 門職 化 とい う言 説 と、「第一 世 代 の

ケ ー スマ ネジ メ ン トモ デル」にお け る利用 者 のサ ー ビス選 択 ・自己決 定の 重 視 と

い う言 説 、す な わ ち ク ラ イエ ン トの尊 重 を価 値 とす る ソー シ ャ ル ワー ク に親和

的 な この言 説 とは,矛 盾 して い る よ うに見 え る。しか し、ケー スマ ネジ メ ン トに

言 及 して い る ソ0シ ャル ワー ク研 究 者 の なか で 、こ う した点 を論 じてい る入 は

あ ま り見 当 た らない18。
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2.3ケ ー スマ ネ ジメ ン トが ソー シ ャル ワー ク論 に 与 えた影 響

で は、適 用 範 囲 の拡 大 が続 くケー スマ ネジ メ ン トと、ケー スマ ネジ ャー の高 度

専 門職 化 論 は、ア メ リカ にお け る ソー シ ャル ワー クの ア イデ ンテ ィテ ィ論 に影

響 を与 えた の だ ろ うか。結論 か らい え ばノー で あ る。

周 知 の よ うに、1960年 代 、ア メ リカで は、それ まで の ケー ス ワー ク論 とケ ー ス

ワ0ク 実 践 に対 して鋭 い 「異p申 し立 て」が 行 わ れ、ソー シ ャル ワー ク の ア イデ

ンテ ィテ ィが 問 われ た。これ に対 し、NASW(全 米 ア メ リ カソー シ ャル ワー カー

協 会)は 、協 会 メ ンバ ー の社 会 問題 へ の 関心 の低 さを 問題 と し、ク ラ イエ ン トに

対 す る権 利擁 護(ケ ー ス ア ドボ カ シー)と 、権 利 擁 護 運 動(コ ー ズ ァ ドボ カ シー)

の役 割 を強調 す る こ とで、ソー シ ャ ル ワー カー の ア イデ ンテ ィテ ィの立 て直 し

を図 った 。

ソー シ ャル ワー ク研 究 にお い て も、こ う した ソー シ ャル ワー カー の新 しい ア

イデ ンテ ィテ ィ を理 論 的 に説 明 しう る理 論/実 践 モ デ ルが 登 場 した。そ して80

年 代 、90年 代 に は、これ らを も と に したエ コ シス テ ム視 点 に よ る ジ ェ ネ ラ リス

ト・ア プ ロー チが 生 まれ、学 部 教 育 の 基 本 と して定 着 してい く。学 部 用 の テ キ ス

トで は、この ジ ェ ネ ラ リス ト・ア プ ロー チ に よ る ソー シ ャル ワー クの定 義 、役 割 、

ア セ ス メ ン トの視 点 な どが ソー シ ャル ワー クの ア イデ ンテ ィテ ィを示 す もの に

な っ て い る。

学 部卒 の ワー カー は 、公 的機 関 や助 成 金 を受 け て福 祉 サ ー ビス を提 供 す る民

間非 営 利組 織 に就 職 す る傾 向 にあ るか ら、ジ ェ ネ ラ リス ト・ソー シ ャル ワー カー

と して ケ㌣ スマ ネ ジ メ ン トに携 わ る可 能性 が 強 い 。相 談 サ ー ビス に対す る保 険

会社 の 支 払 い の 際 、保 険 会社 は、学 部 卒 の ソー シ ャル ワー カー に対 して は セ ラ

ピー で は な くケ ー ス マ ネ ジメ ン トの単 価 で 支 払 う傾 向が あ る よ うに、ソー シャ

ル ワー クの学 士 号 は ケ ー スマ ネ ジ メ ン トの学 位 と して見 られ る こ と も多 い よう

で あ る19。

ジ ェ ネ ラ リス ト・ア プ ローチ の 論者 た ちは、サ ー ビス ・資源 の 仲介 ・調整 を重 要

な活 動 内容 の1つ と して 位置 づ け て い るか ら、ケー スマ ネ ジメ ン トは当然 、ソー

シ ャ ル ワー クの 活動 内容 の1つ で あ り、ケ ー スマ ネ ジ ャー は ソー シ ャル ワー カー

役 割 の1つ と位 置 づ け られ てい る20。ケー スマ ネ ジ メ ン トは ジ ェ ネラ リス トソー
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シ ャ ル ワ ー ク そ の もの 、とい う論者 もい る し21、ジ ェ ネ ラ リス ト・ワー カー とほ

ぼ 同 じよ うに問題 解 決 、ネ ッ トワー キ ング、連 携 とい っ た こ とを重 視 す るケ ー ス

マ ネ ジャー を ジェ ネ ラ リス トケ ー ス マ ネ ジ ャー と呼 ぶ論 者 もい る22。「ソー シャ

ル ワー ク ケー ス マ ネ ジメ ン ト」とい う用語 まで あ る よう に23、ケ ー スマ ネ ジ メ ン

トは ソー シ ャル ワー ク の一 部 、とい う認 識 が 強 い。ケー ス マ ネ ジ メ ン トに よっ

て ソー シ ャル ワー クが 影響 を受 け た、ソー シ ャル ワ ー クの ア イデ ンテ ィテ ィが

揺 らい だ、とい う認 識 は ない とい って よい。た だ し、こ こで 想 定 され て い る ケ ー

ス マ ネ ジ メ ン トの モ デ ル は、「仲 介 モ デ ル」や 「サ ー ビ ス指 向 モ デ ル」で あ って、

「サ ー ビス管理 モデ ル」や 「シス テ ム指 向モ デ ル」で はな い。

ア メ リカの ソー シ ャ ル ワ ー クの 大 学 院教 育 で は、上 級 ジ ェ ネ ラ リス ト・ワ ー

カ0養 成(地 域 開発 や 組 織 運 営 、プ ラ ンニ ン グ に重 点 を置 い た 教 育 内 容)も 行

わ れ て い るが、人気 の 高 い の は臨 床 ソー シ ャ ル ワー カー/セ ラ ピス トの養 成 で

あ る。大 学 院 教 育 に お け る ソー シ ャ ル ワー クの ア イデ ンテ ィテ ィは、臨 床 ソ ー

シ ャル ワー ク に よっ て表 され る と言 って よい。

1920年 来 の ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の 専 門 雑 誌 「SocialCasework」(1990年 以 降

FamiliesinSocietyに 名称 変 更)は 、臨床 ソー シャ ル ワー クの色 彩 の 強 い雑 誌 で あ

るが 、70年 代 、80年 代 には、ア ドボ カ シー に 関す る論 文 や エ コ ロジ カ ル視 点 に よ

る論 文 、シス テ ム論 に関す る論 文 、人種 マ イノ リテ ィ問題 に関 す る論 文 な どが 年

間 数本 か ら10本 程 度(名 称 変 更 した90年 代 に は も う少 し多 い)掲 載 され て い る

(掲 載 され る論 文 数 の合 計 は、毎 年 約40～70本 程 度)。 しか し、1971年 か ら2005

年 の あ い だ に掲 載 された 論 文 の うち、タイ トル に ケ ー スマ ネ ジメ ン トが 含 まれ

る もの は8本 にす ぎない(87年2本 、88年1本 、90年1本 、92年1本 、94年1本 、96

年1本)。 そ の うちケ ー スマ ネ ジ メ ン トとソー シ ャ ル ワー ク との 関係 につ い て触

れ て い るの は2本 のみ で あ る24。この点 か らも、ソー シャル ワー ク、特 に臨床 ソー

シ ャル ワー ク に 関心 を もつ 者 の 間 で は、ケ ー ス マ ネ ジメ ン トへ の 関心 は乏 しい

と言 って よいだ ろ う。

DriUに よれ ば、現在 、ア メ リカの ケ ー スマ ネ ジメ ン トは、公 的 セ ク ター で は、メ

デ ィケ イ ドや 老 人福 祉 法 、また 、州 の長 期 ケ ア領域 にお い て なお重 要 なサ ー ビス

で あ る。ケ ー スマ ネ ジ ャー た ち は、主 にゲ ー トキ ーパ ー と して 費 用抑 制 役 割 の
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遂 行 を求 め られ てお り、低 所 得 層 を中心 と した利 用 者 の ア ドボ カ シー役 割 との

葛 藤 状 態 にあ る。他 方 、私 的 セ ク ター(民 間 ケ ー スマ ネ ジ メ ン ト会社 や 開業 ケ ー

ス マ ネ ジ ャー た ち)は 、経 済 的 に ゆ と りの あ る層 を中心 に、サ ー ビスへ の ア クセ

ス を支援 して い る25。

こ う した ケ ー スマ ネ ジ メ ン トの 展 開 は、ケ ー スマ ネ ジ メ ン トの拡大 の 基 盤 と

な っ た新 自由主 義 の 言 説 で あ る 国家 役 割 の 縮 小 論 や経 済 的 リベ ラ リズ ム(効 率

性 重 視)が もた ら した帰 結 で あ る。だが、こ れ を、ソ ー シ ャル ワー クが 基 盤 とす

る価 値 基 準 、社 会正 義 へ の挑 戦 と受 け取 り問 題 視 す る議 論 は、ア メ リ カの ソー

シ ャ ル ワ0ク 論 にお い ては 見 られ ない。

3.イ ギ リス にお け る ケ ア マ ネ ジ メ ン トとソ0シ ャ ル ワ ー ク

3.1マ ネ ジ ャ リズ ム と脱 専 門 職 化

イギ リスで は、1980年 代 半 ば か ら、高齢 者 の 施 設入 所 ・入 院 をで きる だ け遅 ら

せ 、地 域 生 活 の 継 続 を支 援 す る とい う、「利 用 者 中心 の ケ ア(パ ー ソ ンセ ン ター

ドケ ア)」提供 と して コ ミュ ニ テ ィケ アが と らえ られ26、そ の推 進 方 法 と して、ア

メ リ カか らケ ー ス マ ネ ジメ ン トの考 え方 が 導 入 され た。ケ ン ト大 学 のChallisら

は、ケ ー ス マ ネ ジメ ン トの 評価 研 究 プ ロジ ェ ク トを実施 した。彼 らは、ケ ー ス マ

ネ ジメ ン トを、地 域 で暮 らす 高 齢 者 の 生活 意 欲 を引 き出 し、一 定 の 財源 の も とで

フ ォーマ ルなサ ー ビス と地域 の イ ンフ ォー マ ル な 資源 を組 み 合 わせ て 自立 生活

を支援 し、入 所 ・入 院 を遅 らせ る活 動 と と らえ て い た。そ して 、そ れが 効 果 的 に

行 わ れ る た め に は、施 設 入 所 レベ ル の ニ ー ズ を もつ25-30人 程 度 の 高 齢 者 に対

して、熟練 した 専 門家 と して の ソー シ ャ ル ワー カー が 集 中 的 な 支援 を行 って い

くこ とが 必要 と考 え てい た27。 しか し、そ の後 に出 され た コ ミュニ テ ィケ ア 白書

(「人 々の た め の ケ ア:今 後10年 間お よびそ れ以 降 の コ ミュ ニ テ ィケ ア」1989年)

で は、ケ ー スマ ネ ジメ ン トをす べ ての 利用 者 に拡 大す べ き と した28。

1990年 に制 定 され た 国民 保 健 サ ー ビ スお よび コ ミュ ニ テ ィケ ア法 の 下 、それ

まで サ ー ビス の独 占的 供 給 機潤 で あ っ た 国家 は、サ ー ビ ス提 供 者 の役 割 か ら民

間サ ー ビス の 開発促 進 お よびそ の 質 の管 理 とい う イネ イブ ラー の役 割 に転 換 す
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る こ とに な った。行 政 機 関 内で もサ ー ビス購 入 者 とサー ビ ス提 供 者 の分 離 が 行

わ れ る こ とに な る。サ ー ビス購 入 者 と して の ソー シ ャル ワー カー は、ケ アマ ネ

ジ ャー と して標 準 化 され た手順 や ツー ル を用 い て アセ ス メ ン トを行 い、定 め ら

れ た予 算 枠 内 で サ ー ビス の優 先 順 位 を決 め る とい うサ ー ビス調 整 を求 め られ

る。ケ ー ス マ ネ ジ メ ン トは ケ ア マ ネ ジ メ ン トと言 い換 え られ 、サ ー ビス調 整 方

法 と して規 定 され る こ とに な った。

サ0ビ ス購 入 者 とサ ー ビス提 供 者 の分 離 の仕 組 み や 、標 準 化 され た手順 ・ツー

ル 等 の 採 用 は、法 に よ って 定 め られ て い る わ け で は な い か ら、そ の 実 施 状 況 や

実 施 方 法 に は 自治体 に よ って か な り差 異 が あ る。だ が 、この 法 の 施 行 に よ り、

Challisら が 試 み た熟 練 した ソ ー シ ャ ル ワ ー カー に よ る柔 軟 な サ ー ビスの 調 整

に よる集 中 的 な援 助 、とい っ た ケー ス マ ネ ジ メ ン ト・モ デ ル を採 用 す る 自治体 は

1993年 以 降 な くな った29。

名称 を ケ ー ス マ ネ ジ メ ン トか らケ ア マ ネ ジ メ ン トに 変 更 した理 由 につ い て

は、「ケ ー ス」の用 語 で は偏 見の 残 る公 的扶助 の事 例 を思 い 出 させ るか ら とか 、マ

ネ ジメ ン トす るの は事 例 と して の ケ ー スで は な くケ アの サ ー ビ ス だか ら、とい

う説 が あ る。だ が 有 力 な の は、実 践 家 を統 制 す る た め とい う説 で あ る。つ ま り、

ソー シ ャル ワー カー が 専 門家 と して ケー スの 生 活 全 体 を アセ ス メ ン トし、個 別

的 な 関 わ りや 治 療 的 介 入 支 援 を行 お う とす る傾 向 を抑 制 し、関与 す べ きは ケ ア

を要 す る状 況 で あ る こ とを強調 す る た め に変 更 され た とい うこ とだ。グ リフ ィ

ス の 「すべ て の ソ ー シ ャル ケ ア が ソー シ ャ ル ワー カー の 関心(個 人化 され た 介

入 、治 療 的介 入 へ の関心)を 必 要 とせ ず 」とい う発 言 に従 い、コ ミュ ニ テ ィケ ア に

お い て必 要 なの は ソー シ ャル ワー クで は な くソー シ ャ ルケ アで あ る、とい う点

の 強調 で あ る。ケ ア マ ネ ジ メ ン トは、行 政 サ ー ビ ス に お け る脱 専 門 職 化 の 戦 略

と して位 置 づ け られ たの で あ る30。

自治体 行 政機 関高 齢 者担 当 の ソー シ ャル ワ ー カー は、そ れ まで も、児 童福 祉 分

野 や メ ン タルヘ ル ス分 野 の ソ ー シ ャ ル ワ ー カー に比 べ て 高 い 専 門性 が 必 要 と

され て い た わ け で は なか った。そ れ に もか か わ らず 、ケ ー ス マ ネ ジ メ ン トを ケ

アマ ネ ジ メ ン トと言 い換 えて、ソー シ ャル ワー カ ー の脱 専 門職 化 のね らい をそ

の 用 語 に含 ませ た の は なぜ か。そ れ は、政 府 が 官僚 と専 門職 を膨 張 させ て きた
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戦 後 福 祉 国家 体 制 か ら脱 し、競 争 主義 と効 率 性 の管 理 を追 求 す るマ ネ ジ ャ リズ

ム の導 入 に よ り、ワー カー の 観 点 をニ ー ズ判 断 で は な く資 源 の優 先順 位 とい う

観 点 に作 り変 え る こ と をね らっ た か らで あ る。この 方 向性 は、す で に1982年 の

バ ー ク レー 報 告 で 示唆 され、1985年 の ソー シ ャ ル ワー ク指 導 部 の組 織 改 革 、社

会 サ ー ビス監 査庁 の創 設 とい う形 で 進 め られ て い た31。

政 策 主 体 に とって 、ケ アマ ネ ジメ ン トの用 語 は ソー シ ャル ワー カー の脱 専 門

職 化 を推 進 す る象徴 的 資源 で あ っ た。「ケ ー スマ ネジ メ ン トの用 語 は、ク ライエ

ン トや ワー カー を鼓 舞 す る用 語 で あ ったが 、ケ アマ ネ ジメ ン トは、マ ネジ ャ リズ

ム を地域 ケ アのパ ラ ダイム とす る ため の用 語 で あ る」とい う意 見 も また、この こ

とを表 わ してい る32。

3.2ケ アマ ネ ジ メ ン トが 広 く受 け入 れ られ た理 由

経 済 界 や 政 界 の福 祉 国家 批 判 論 者 た ち に とっ て、ケ アマ ネ ジ メ ン トは、マ ネ

ジ ャ リズ ム を行 政 運 営 に取 り入 れ 、効 率 性 重 視 、費 用 対 効 果 を高 め る ニ ュ ーパ

ブ リ ッ クマ ネ ジ メ ン トの手 法 の1つ と して歓 迎 で き る もの で あ っ た。サ ー ビス

事 業 所 に とっ て も、ケ ア マ ネ ジメ ン トに よる ニ ー ズ に応 じたサ ー ビス パ ッケ ー

ジの作 成 は、サ ー ビス拡 大 につ なが る。利 用 者 に とって も、ケ アマ ネ ジメ ン トは

「よ き もの」とい う印 象 が あ っ た と思 わ れ る。そ れ は、政 府 が、公 式 文 書 に お い

て、ニ ー ズに も とつ くサ ー ビス を保 証 して い く手 段 と して、また、利用 者 に よる

選 択 ・自己 決定 とエ ンパ ワメ ン トを保 証 す る手段 と して、ケ ア マ ネ ジメ ン トを強

調 した か らで あ る33。

ケ ア マ ネ ジ ャ ー は 、利 用 者 の ケ ア を必 要 とす る生 活 状 況 の ア セ ス メ ン トと、

二〇 ズ に応 じた サ ー ビスパ ッケー ジの調 整 に そ の役 割 を と どめ、利用 者 が サ ー

ビス とサ ー ビス事 業 所 の 選 択 をで き る よ う、自己決 定 の支 援 を行 う。こ う した

ケ アマ ネ ジ メ ン トの レ トリ ック を補 強す るた め に用 い られ た のが 、利用 者 中心 、

利 用者 参 加 、パ ー トナ ー シ ップ とい っ た価 値 付 与 的言 語 で あ っ た。

政 府 は、ケ ア プ ラ ン作 成 過 程 に お け る利 用 者 参 加 を促 進 す るた め、自治体 の

サ ー ビス購 入 部 局 の管理 者 に対 し、必 要 な コ ミュニ ケ ー シ ョン技 術 を もつ 者(手

話 や他 言語 の通 訳 者)の 手 配 、利 用 者 ・介 護 者 の ため の セ ル フ ア ドボ カ シー の訓
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練 、親 族 ・友 人 な どの 代 理 者 を立 て る こ との 奨 励 、不 服 申 し立 て の た め の ア プ

ロー チ の保 障、とい っ た仕組 み の整 備 を求 め て い る34。利 用 者 参 加 の仕 組 み を、

具 体 例 を あ げ て要 請 す る こ とは、利 用 者 の 選 択 と 自己決 定 を促 進 す る とい う政

府 の強 い姿 勢 を示 す もの に なっ た と思 わ れ る。

政府 文書 のみ な らず サ ー ビス利 用者 に渡 る リー フ レッ トに書 かれ た選 択 や 自

己決 定、利 用 者 参 加 とい っ た 文 言 は、消 費 者 と して の 権 利 主 張 を強 化 す る 言 説

であ り、利 用 者 や介 護 者 、潜 在 的利 用 者 に とって心 地 よい もの で あ る。専 門職 活

動 と して の ソー シ ャ ル ワー ク は、伝 統 的 に 自己決 定 の価 値 を重 視 して きた。そ

の 自己 決 定 とケ ア マ ネ ジ メ ン トに お け る利 用 者 の 自己決 定 の 意 味 合 い は異 な

る35。だが 、同 じ言 葉 が 用 い られ れ ば 、ソー シ ャル ワー カー は一 般 的 には 同 じ意

味 に受 け取 るで あ ろ う し、異 な る と思 って も消 費 者 の権 利 と して の 自己 決 定 を

否 定 す る こ とはで きない。この 言 説 の 裏 に脱 専 門職 化 が 隠 され て い る こ とが わ

か っ て い て も、ソ ー シ ャル ワー カー は この レ トリ ック に抵 抗 す る こ とが で きな

か った だ ろ う。

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト導 入10年 を経 た 時 点 で行 わ れ た7つ の 自治 体 で の 調 査 に

よる と、利 用 者 の 多 くは、サ ー ビス事 業所 や サ ー ビス提 供 者 、サ ー ビス を受 け る

日程 な どに つい ての 選択 の機i会は ほ とん ど与 え られ て い なか った。ケ アマ ネ ジ

メ ン ト過 程 にお け る利 用 者 参 加 の前 提 と して の サ ー ビス情 報 不 足 も選 択 で き

な い理 由 で あ るが 、そ もそ も 自治 体 が 事 業 所 とブ ロ ック契 約 して い る、あ る い

は、もっ とも安 い事 業 所 との 契 約 を優 先 す る方 針 を とっ て い るた め、利 用 で きる

サ ー ビス事 業所 が 限定 され て い る。また 、農 村 部 で は事 業 所 も少 な く、サ ー ビス

も不 足 して お り選択 の 余 地 は な い。さ らに、自治体 の サ ー ビス利 用 資格 要 件 の

厳 しい基準 が、選 択 で き る利 用 者 を制 限 して い た36。

10地 域 の ア セ ス メ ン トを調 べ た調 査 に よ る と、ア セ ッサ ー(評 価 者)た ち は

ニ ー ズ ア セ ス メ ン ト過 程 にお い て利 用 者 の ニ ー ズ表 明 を重 視 して い た。だ が、

自分 で何 が 必 要 か 明言 で きる人 に は選択 で きる よ うに促 す が 、認 知症 のあ る人、

何 が 必 要 か わか らない 人、意 欲 の な い 人、家 族 に精 神 的 に依 存 して い る 人 な ど、

「声 」の弱 い人 をニ ー ズ 評 価 の 過程 に参加 させ 、選 択 を促 す こ とは ほ とん ど して

い な か っ た。弱 い人 々 の声 を代 弁 す る シス テ ム(ア ドボ カ シ ー ・シス テ ム)が 制
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度化 され てい る とこ ろは少 な く、「声 」の大 きい 「消 費者 」は選 択 で きるが、ニ ー ズ

を もって い て も「声 」が小 さい 、弱 い 「利 用者 」は選 択 で きな い、とい うのが 現状 で

あ っ た37。

こ う して現 実 は、ケ アマ ネ ジ メ ン トに よるす べ ての 利用 者 の 選択 、エ ンパ ワメ

ン トが幻 想 で あ る こ とを 明 らか に した。だが 、導 入 当初 の レ トリ ックは 国民 や

実 践 家 た ち にそ れ な りに ア ピー ルす る もの であ った と考 え られ る。

ソー シ ャル ワー カー の なか に は、ケ アマ ネ ジ メ ン トを好 意 的 に受 け取 る者 も

い た。長 期 間 に わ た って 実 践 す る ケ ー ス ワー クの 効 果 につ い て疑 問 を抱 き、ケ

ア マ ネ ジ メ ン トに期 待 を もつ 者 、高齢 者 に は ソー シ ャル ワー カー に よる散 発 的

な訪 問 よ りも、サ ー ビス提 供 者 の 定期 的 な訪 問 と接 触 を調 整 す る ほ うが 悪化 予

防 や 支 援 に な る と考 え る者 、ケ ア マ ネ ジ メ ン トの 拡 大 に よる ソ ー シ ャ ル ワー

カー の 職 域 拡 大 を期 待 す る者 な どで あ る。つ ま り、ソー シ ャ ル ワ ー カー の なか

に も、ケ アマ ネ ジ メ ン トを積 極 的 に受 け入 れ る素 地 が な か っ た わ け で は なか っ

た38。

3.3ケ アマ ネ ジ メ ン トが ソー シ ャル ワー ク論 に与 え た影響

しか し、コ ミュニ テ ィケ ア とケ アマ ネ ジメ ン トが 、ソー シ ャル ワー クに与 え た

影響 につ いて は、や は り、ソー シ ャル ワー クに とっ て 大 きな挑 戦 で あ る、とい う

言説 が 目立つ 。① ケ ア マ ネ ジメ ン トに よっ て ソー シ ャル ワー クの実 践 内容 や実

践 方 法 が 変 化 して し まう とい う危惧 、② ソー シ ャ ル ワー カー の専 門職 と して の

自律 性 が 失 わ れ る とい う主張 、③ ソー シャ ル ワー クの 寄 って 立 つ価 値 基 盤 が 侵

食 され る とい う指 摘 、な どで あ る。

① ケ アマ ネ ジ メ ン ト導 入 の前 提 にあ るマ ネ ジ ャ リズ ム は、効 率 性 や成 果 ・実

績 、明 確 な 決 定 根 拠 、説 明 責 任 を重 視 す る た め 、ケ ア マ ネ ジ メ ン トを行 う ソ ー

シ ャル ワ0カ ー の実践 を価 値 主 導 的 、臨 床 的 ・内 省的 実践 か ら手順 第一 主義 の実

践 に変 えて しまい つ つ あ る とい う危 惧 は、調 査 に よって現 実 の もの に な っ て い

る。

い くつ か の 調 査 結 果 に よ る と、根 拠 に も とつ く実 践 や 効 率 を重 視 す るた め 、

ソー シ ャル ワー カー はニ ー ズ アセ ス メ ン トとサ ー ビス管理 に関す る事 務 作 業専
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門 に な り、利 用 者 に 直接 関与 す るモ ニ タ リ ングや レ ビュ ー は ア シス タ ン トワー

カー の 仕 事 に な る とい う、ケ アマ ネ ジ メ ン ト過 程 の 分 断化 が 進 行 して い る。さ

らに、アセ ス メ ン ト、サ ー ビス調 整、サ ー ビス提 供 、レビュー の そ れぞ れ の位 相 を

別 々 の ス タ ッフが担 う とい うケ アマ ネ ジ メ ン ト過程 の 断片 化 を進 めて い る 自治

体 もあ る。こ う した 断 片化 は、利 用 者 や家 族 とケ アマ ネ ジ ャー との 関係 性 の継

続 を困難 に し、利 用 者 や家 族 に よ るサ ー ビスへ の要 望 や ク レー ム を言 い に く く

させ て い る39。

ケ アマ ネ ジ ャー の 実 践 時 間 に関 す る調 査 結 果 に よ る と、もっ と も時 間が 減 少

した業 務 は、ク ライエ ン トと ワー カ ー の 関係性 を通 した 治療 的 ワー ク と して の

ケ ース ワー ク/カ ウ ンセ リ ングで 、増 えたの は ア セ ス メ ン トの時 間 であ っ た。モ

ニ タ リング と レビュ ーの時 間 は、ア シス タ ン トワー カーが 実施 す る こ とで、ワー

カー に よる時 間 は減 少 して い る40。別 の調 査 で は、ケ アマ ネ ジ ャー の時 間 の18%

が ク ライエ ン トと直接 関 わ る仕 事 、6%が 介護 者 と直接 関 わ る仕 事 、40%が サ ー

ビス事 業所 との接 触 ・事 務作 業 ・同僚 や サ ー ビス提 供 者 との話 し合 い、25%が 組

織 内会 議 な ど組 織 運 営 維 持 に関 す る仕 事 とな っ て い た41。20年 前 に は ソー シ ャ

ル ワー カー の仕 事 時 間の30%で あ っ たペ ー パ ー ワー クが、コ ミュニ テ ィケ ア の

今 は90%ま で に なっ た、とい うワー カーた ちへ の面 接 調査 結 果 もあ る42。

自治体 に関 す る あ る調 査 に よれ ば、ケ ア マ ネ ジ ャー の ポ ス トは創 設 され た と

きか ら、児童 保 護iやメ ン タルヘ ル ス分 野 の ソー シ ャル ワー カー の ポ ス トに対 し

二 流 ポ ス トとワー カー た ち にみ な され て い た43。も と も と不 満 を生 み や す い ポ

ス トであ ったか ら、ペ ー パ ー ワー クの 多 さや カ ウ ンセ リ ングか らの 引 き離 しは 、

脱専 門職化 の動 き と して ワー カー た ちの不 満 を い っそ う強 く した ので は ないか

と想 像 で きる。

② ソー シ ャ ル ワ ー ク実 践 に対 す る 政府 の コ ン トロ ー ル 強 化 が 、ソー シ ャ ル

ワー カー の 自律 性 を喪 失 させ る とい う懸 念 は、実践 方法 に 関 す る規 制 と裁 量 の

抑 制 に関 わ って表 出 されて い る。

政 府 は、中 央 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク教 育 研 修 協 議i会(CCETSW)を 廃 止 し、ソー

シ ャル ケ ア とい う新 しい概 念 の 下 に、ソー シ ャル ワー カ ー ・ケ ア ワー カー の 研

修 、ケ ア ワ0カ ー の 登 録 、ソー シ ャル ワ ー ク教 育 の規 制 な どを 実 施 す る、ソー
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シ ャ ル ワー ク とケ ア ワー ク とを統 合 した全 国 ソー シ ャル ケ ア協 議 会(GSCC)を

創 設 した 。また、実践 家 に よ る根 拠 に も とつ く実 践(EBP)を 促 進 す るた め に、高

等 ソー シ ャ ルケ ア 開発 研 究 所(SCIE)を 設 立 して い る。さ らに、ソ ー シ ャ ル ケ ア

の 質 を一 定水 準 に保 持 す る とい う名 目で、全 国 ケ ア基 準 委 員 会(NCSC)を 設 置

し、実 践 の標 準 化 や 実 践 ガ イ ドの作 成 、記 録 文 書 作 成 の要 請 、実 践 組 織 の規 制 な

ど を試 み てい る。これ に対 し、こ う した組 織 の創 設 は、ケ ア ワー クだ け で な く、

専 門職 の 活動 であ る ソー シ ャル ワー クに も政府 の コ ン トロー ル を強化 す る こ と

を宣 言 した もので 、専 門職 としての 内 省 に も とつ く実 践 を否 定す る傾 向 は、ソー

シ ャル ワー クの終 焉 を もた らす 、とい う主 張 が な され て い る。また、行 政組 織 内

で も、施 設 ケ ア入 所 の 割 り当 て 制 の 導 入 な どに よ りマ ネ ジ ャー の 予 算管 理 権 限

が い っそ う強化 され 、第一 線 職 員 で あ る ソー シ ャ ル ワー カー の専 門的裁 量 行 使

の機 会 は相 当制 限 され る こ とに なっ た、と指 摘 され て い る44。

③ ソー シャル ワー クの価 値 基 盤 が侵 食 され る とい う批 判 、これ は、新 自由 主義

に もとつ くコ ミュニ テ ィケ ア とケ ア マ ネ ジ メ トが、政治 的 リベ ラ リズム(社 会正

義 、平 等)よ り経 済 的 リベ ラ リズ ム(効 率性)を 重 視 す る こ とに よ り、社 会正 義 と

平 等 を もっ と も重 要 な価 値基 盤 とす る ソー シ ャ ル ワー ク を否 定 す る、とい う も

の で あ る。また、消 費者 主 義 の重 視 は、自己決 定 と 自己責任 の 追 及 とい う個 人 主

義 の徹 底 化 を進 め る もの に な り、コ ミュ ニ テ ィに お け る相 互 支 援 とい う、ソー

シ ャ ル ワー クが重 ん じる価 値 を無 視 す る こ とにな る、とい う主 張 もあ る。

以 上 の① ～③ は、自分 た ちが 望 ま しい と考 え て きた従 来 の ソー シ ャル ワー ク

の あ りよ う(活 動 内容 ・方 法、価 値 基 盤)や ソー シ ャル ワー カー の あ りよ う(役 割 、

自律 性)、す な わ ち、ソー シャ ル ワー ク/ソ ー シ ャル ワー カー の ア イデ ンテ ィテ ィ

を、マ ネ ジ ャ リズ ム に も とつ くコ ミュ ニ テ ィケ ア とケ アマ ネ ジ メ ン トが 壊 して

しま う、とい う危 機 感 を募 らせ た言 説 で あ る。特 に、ワー カー と利 用 者 との 関係

性 を重視 した ケ ー ス ワー ク(カ ウ ンセ リ ングや情 緒 的 支援 に 焦 点 を当 て た ケ ー

ス ワ ー ク、洞 察 や 動 機 づ け、意 欲 回復 を 目指 した ケ ー ス ワー ク)こ そ、ソー シ ャ

ル ワー ク と考 え る者 に とっ て、ケ ー ス ワー ク活 動 の 削 減 や消 滅 は アイ デ ンテ ィ

テ ィの危機 を強 く感 じさせ る もの とな って い る45。

この ソー シ ャル ワー クの危 機 説 に対 し、実 践 内容 や役 割 に焦 点 を当て、ケ アマ
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ネ ジ メ ン トは従 来 の ソー シ ャ ル ワ ー ク に さほ ど大 きな影 響 を与 え て い な い、あ

るい は、変 わ りない 、と見 る不 変 説 もあ る。

ケ アマ ネ ジ メ ン ト導 入 以前 か ら、高 齢 者福 祉 分 野 の ソー シャ ル ワー カー は、実

際、ケ ー ス ワー ク を中心 に仕 事 を してい た わ け で は ない 。特 に、バ ー ク レー 報 告

以 降、コ ミュニ テ ィソー シャ ル ワー クの実践 を期 待 され、利用 者 へ の支援 だ け で

な く、地 域 資源 との ネ ッ トワー ク化 や サ ー ビス 開発 な ど、ジ ェネ ラ リス トと して

多 様 な役 割 を担 う こ とを要 請 され て い た。

こ の観 点 に立 て ば、コ ミュ ニ テ ィケ ア の 推 進 とケ アマ ネ ジ メ ン トの 導 入 に

よ っ て ケ ア プ ロ フ ェ ッ シ ョナ ル と呼 称 さ れ る よ う に な っ た職 種(病 院 の ソー

シ ャル ワー カー 等)は ア セ ス メ ン トと専 門的 援 助 を含 む ケー ス ワー カー と して

の役 割 を、ケ アパ ッケ ー ジ チ ー ム の メ ンバ ー(地 域 の メ ン タル ヘ ルス チ ー ム の

ワー カー等)は 種 々 の直 接 的 援 助 役 割 を、ケ アマ ネ ジ ャー(自 治 体福 祉 部 の ソー

シ ャル ワー カー)は ア セ ス メ ン トと仲 介役 割 を、サ ー ビス 開発 者(自 治体 福 祉 部

のマ ネ ジ ャー、ケ アマ ネ ジャー)は 未充 足 ニー ズ を踏 まえた新 サ ー ビス の プ ラ ン

ニ ング役 割 を、とい う よ うに ソー シャ ル ワー カー の そ れ ぞ れ の 役 割 を組 織 文脈

に応 じて適 用 ・拡 大 した だ け、とみ なす こ とにな る46。

この 不 変 説 とは対 照 的 に、ソー シ ャ ル ワー ク の伝 統 的 な価 値 基 盤(個 人 の 尊

厳 、人権 、社 会 正 義 〉に焦 点 を 当 て 、これ を も とに 効 率 性 重 視 、成 果 重 視 の マ ネ

ジ ャ リズ ム に対 抗 して い く活 動 こそ が ソ ー シ ャ ル ワー ク で あ る とす る説 もあ

る。これ を、ソー シ ャル ワー クの 再 生 説 とす る と、これ は3点 に整 理 す る こ とが

で きる。

1点 目は、人権 保 護 や 個 人 の 尊 厳 重視 の観 点 か ら、た とえば、虐待 事 例 や、閉 鎖

され る老 人 ホー ムか ら移動 せ ざ る を得 ない事 例 な ど、よ り傷 つ きや す い 高 齢 者

へ の支 援 を重 視 す る説 であ る。

す べ て の高 齢者 は ケ アマ ネ ジメ ン トの た めの アセ ス メ ン トを受 け る権 利 を も

つ が、傷 つ きや す い高 齢 者 ほ ど自 らそ の 権 利 を行 使 す る こ とが むず か しい。人

権 保 護 の観 点 か ら彼 らへ 支援 の手 を さ し伸 べ る(ア ウ トリー チ)こ とが必 要 とな

るが、サ ー ビス購 入 者 とサ ー ビス 提 供 者 との 分 離 に よ り、ソー シ ャ ル ワー カ ー

は、虐 待 事 例 に 関 し、虐 待調 査(虐 待 の有 無 の確 認)や リス ク アセ ス メ ン トに そ の
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役 割 が 限定 され が ち とな って い る。

しか し、虐 待 事 例 に対 して は、事 実確 認や リス ク要 因の探 索 を行 うそ の初 期 の

関 わ りの 当初 か ら、面 接 ス キ ル を活 用 した慎 重 な 関係 づ くりが きわめ て重 要 で

あ って 、そ れ が アセ ス メ ン トと介 入 の 前提 条 件 に な る。また、自律 と保 護 の バ ラ

ンス をい か に と りつ つ 支援 す るか 、むずか しい判 断 を迫 られ る。同 じよ うに、閉

鎖 され る老 人 ホ ー ムか ら移 動 せ ざ る を得 ない状 況 にあ る利 用 者 に対 して は、ケ

アマ ネ ジ ャー が 対 人 援助 ス キ ル を もって彼 らを精神 的 に支援 す る と と もに、ア

ドボ カ シー役 割 を果 たす こ とに よって 、初 め て彼 ら との信 頼 関係 が で き、彼 らの

ニー ズ ア セス メ ン トを行 う こ とが で きる47。

こう した よ り傷 つ きや す い 高 齢 者 に対 して 手 を差 し伸 べ 、ア ドボ カ シー を行

う活 動 こそ が ソー シ ャル ワー ク の重 要 な活 動 であ り、効 率 性 や成 果 主 義 に対 抗

で きる とい う主 張 で あ る48。

2点 目は、ソー シ ャ ル ワー ク の過程 で、利 用 者 が 「意 味 あ る存 在 」で あ る こ との

確 認 作業 が求 め られ お り、これ が 重要 とい う主張 で あ る。

効 率 性 を重 視 す るマ ネ ジ ャ リズ ムが 手 続 き的モ デ ル(サ ー ビス利 用 資 格 要 件

を判 断 す る た め だ け の ア セ ス メ ン ト)を 強 く要 請 す れ ばす る ほ ど、ケ アマ ネ ジ

メ ン トで は、利 用 者 を心 身 機 能 の ニ ー ズの 観 点 か らの み 見 て し まい、利 用 者 は

サ ー ビス を必 要 とす る要 介 護i高齢 者 と して の み 扱 わ れ が ち とな る。 しか し、利

用 者 は心 身機 能 の ニ ー ズ だ け で な く、情 緒 的(心 理 的)ニ ー ドや ス ピ リチ ュ ア ル

な ニー ドを もつ トー タル な存 在 で あ り、要 介 護 高齢 者 と して だ けで は な く、個 人

と して「意 味 あ る存 在 」であ る こ との確 認 を求 め る存 在 で あ る。

ソー シ ャル ワー カー は、利 用 者 に対 す る思 い 込 み を捨 て 、利用 者 の語 りを引 き

出す なか で、ニ ー ズ ・希 望 を確 認す る、そ して 、専 門職 と しての情 報 提供 や意 見 交

換 に よ って プ ラ ンを共 同作 成 し、内外 の資 源 を共 同で確 認 してい く、こ う した交

換 モ デ ル に沿 っ た実 践 を、リ フ レクテ ィブ ・ケ ー ス マ ネ ジ ャー と して行 う こ と。

これ は、成 果 の観 点 か らすれ ば無駄 に も見 え る「時 間 のか か る」実践 であ るが、個

人 の 「意 味 あ る存 在 」と して の確 認作 業 を支援 す る過 程 で あ り、成 果 や 効率 性 の

み を重視 す るマ ネ ジ ャ リズ ムへ の抵 抗 につ なが る49。

ソー シ ャル ワー カー と利 用 者 との 相 互作 用 を通 して 、利 用 者 の「意 味 あ る存
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在 」の確 認 を支援 す る、とい う主 張 は、ブ レア政 権 の推 奨 す るエ ンパ ワ メ ン トや

ソー シ ャル イ ンク ルー ジ ョンの 施 策 を、利 用 者 に とっ て真 に利 益 とな る もの に

す るた め に は構 成主 義 ソー シ ャル ワー クが 必 要 とい う言 説 に お い て も主 張 され

てい る50。ソー シ ャル ワー ク は、社 会 的 に排 除 され た人 々 の依 存 や 否 定的 ア イデ

ンテ ィテ ィの 形成 に 関与 す るので はな く、「自己 の尊 厳 に向 け た肯 定 的 ア イデ ン

テ ィテ ィの再確 立 」に関与 すべ き、とい う主 張 とも通 じる もの で あ る51。

3点 目は、社 会 正 義 の 観 点か ら、反差 別 、反抑 圧 とい った社 会構 造 的 視点 を もっ

た活動 をい っそ う進 め る、とい う以 下 の よ うな主 張 で あ る。

ケ アマ ネ ジメ ン ト論 で 強調 され た 利用 者 の選 択 とい う概 念 は、必 ず しも 自己

決 定 と一 致 しな い。選 択 の能 力 は、サ ー ビス支 払 い 能 力 や 社 会 的 機 会 の剥 奪 な

どに よっ て拘 束 され て い る。そ れ に もか か わ らず 、自 己決 定 とい う個 人 の責 任

に返す こ とに よって 、利 用 者 の選 択 を強調 す る言 説 は、人 々 の 「自由選択 」に与 え

る社 会構 造 的影 響 を あ い まい に して い る。これ は、差 別 や 自己 決 定 の機 会 を社

会 的 に排 除 され て きた 人 々 に とって きわめ て不 公 平 で あ る52。

障 害 者 の 消 費者 権 利 運動 は、消 費 者 と して サ ー ビス の選 択権 を主 張 す る と と

もに、権 利 を もった市 民 と して 自分 た ち を位 置 づ け、医療 や福 祉 サ ー ビス にお け

る個 人 的決 定 を人権 問 題 と して 定 式 化 した。つ ま り、彼 らが 直 面 す る問題 や 障

壁 の根 本 的 源泉 は社 会構 造 や 文 化 の 問題 で あ る と主 張 した。そ して、抑 圧 され

た コ ミュ ニ テ ィの メ ンバ ー と して そ の 文化 ・知 識 を発 見 して価 値 づ け る と と も

に、自分 た ちで医 療 や福 祉 のニ ー ズ を定 義 し、エ ンパ ワ メ ン トと社 会 正義 を追 求

した。ソー シャ ル ワー クは、この社 会構 造 的視 点 を重視 し、伝 統 的 な個 人 の 尊 厳

や 、バ イ ス テ ック の7原 則 とい っ た個 人 中心 の価 値 か ら、エ ンパ ワ メ ン ト、反 差

別 、反抑 圧 とい っ た価 値 を中核 に据 え て、利 用 者 の社 会 的 包摂 を促 進 す る よ うな

コ ミュニ テ ィへ の支 援 を行 う53。

オー ス トラリア の論 者 を含 む ク リテ ィカル ソー シ ャル ワー ク を主 張す る 人 々

が 、こ う した構 造 的視 点 を強調 して い る54。

以 上 の よ うに、イ ギ リスで は、新 自由 主 義、マ ネ ジ ャ リズ ムの 推 進 戦 略 と して

の ケ ア マ ネ ジ メ ン トを ソー シ ャル ワー ク の実 践 内 容(役 割)と 価 値 へ の挑 戦 と
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み なす 説 が 目立 つ。保 健 省 は2005年 に『自立 、ウ ェ ル ビー イ ング、選 択:イ ギ リ

ス の成 人 に対 す る ソー シ ャル ケ アの 将 来 ビ ジ ョ ン(Independence,Well-Beingand

Choice:OurVisionfortheFutureofSocialCareforAdultsinEngland)』 を刊 行 して

い る。そ こで は、「ソー シ ャ ル ワー クは 人 々が 自分 の 生活 を コ ン トロー ル で きる

よ う、また、自分 の生 活 に 関 わ る こ と を 自分 で 決 定 で き る よ う支 援 す る こ とを

中核 的 な価 値 とす る こ と、そ して、専 門 的 ソー シ ャル ワー クの 役 割 は複 合 的 な

問題 を もつ 人 々 の ニー ズ ア セ ス メ ン トと、長 期 にわ た り精 神 的支 援 を必 要 とす

る 人 々 との建 設 的 な 関係 の形 成 で あ る こ と」を強 調 して い る。ソー シ ャ ル ワー

クの伝 統 的価 値 の変 更 と専 門的 役 割 の 限定 を迫 る こ う した政 府 の 言説 に、ソー

シ ャル ワー クの再 生 説 を主 張 す る 人hが どの よ うに対 抗 してい くの か 、今 後 の

ソ0シ ャル ワー クの ア イデ ンテ ィテ ィ論 と して注 目す る必 要 が あ る。

4.ま とめ と考 察

ケー ス マ ネ ジ メ ン トが ソー シ ャル ワー クの ア イデ ンテ ィテ ィに与 えた影 響 に

つ い て の言 説 につ い て検 討 した と ころ、ア メ リ カ と イギ リス で は そ の認 識 が 大

き く異 なっ て い た。

ア メ リ カで は、「特 に影響 な し」、そ もそ も影 響 を与 えた か 、とい う問題 設 定 そ

れ 自体 が 無 効 の よ うに見 え た。反 対 に、イ ギ リス で は、「ソ ー シ ャル ワー クの危

機 」を も た ら した とい う認 識 が 強 い。この よ うな 認 識 は、① 実 践 内 容 ・方 法 、②

ソー シ ャル ワ ー カーの 役 割 、③ 専 門職 と して の 自律 性(対 政 府 、対 行政 組 織)、④

基 盤 とす る価値 、のそ れ ぞれ につ い て おお よそつ ぎの よ うに表現 され て い た。

ア メ リカの 場 合 、① ケ ー スマ ネ ジメ ン トの実 践 内容 ・方 法 は、ジ ェネ ラ リス ト

ソー シ ャ ル ワ ー ク の そ れ と変 わ ら な い、② ケ ー ス マ ネ ジ メ ン トは ソー シ ャ ル

ワ ー カ ー の役 割 の1つ で あ る、③ 行 政 機 関 の ケ ー ス マ ネ ジ ャー の 自律 性 が 低 い

の は行 政 機 関 の ソー シ ャル ワー カー の そ れが 低 い の と変 わ らず 、民 間会 社 や 開

業 ケ ー スマ ネ ジ ャー の 自律 性 が 高 い の は 開業 の 臨床 ソー シャル ワー カー の 自律

性 が 高 いの と変 わ らな い、とい っ た言 説 で あ っ た。④ 価 値 に つ い て は議 論 が な

か った。
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イギ リス の場合 、① 行政 機 関の ソー シ ャル ワー クの実践 内容 ・方 法 は大 き く変

化 した(直 接 対 人援 助 活 動 の 減 少 、過 剰 なペ ー パ ー ワー ク、支 援 過 程 にお け る ア

セ ス メ ン トとモ ニ タ リ ングの分 断 な ど)、② ソー シ ャル ワー カー の役 割 は分 断 さ

れ、ア セ ス メ ン トに限 定 されが ち とな っ た、③ 政 府 の コ ン トロー ルや 行 政組 織 内

管 理 が 強化 され て ソー シャ ル ワー カ ーの専 門職 と して の 自律性 が 弱 め られ た 、

④ 新 自由主 義 、マ ネ ジ ャ リズ ム に よ って ソー シ ャル ワー クの価 値 基 盤 が 侵 食 さ

れ た、とい った言 説 で あ る。

で は、ケ ア マ ネ ジメ ン トが ソー シ ャル ワ ー クに与 え た影 響 と して論 じ られ た

上 記 の4点 につ い て、わが 国 で は ど う論 じられ てい るだ ろ うか 。

わが 国の 介護 保 険 で は、サ ー ビス利 用 の 上 限決 定 をケ アマ ネ ジメ ン ト過 程 と

切 り離 し要 介 護認 定 と して実 施 す る こ とに よ り、① 実践 内容 ・方法 や② ソー シ ャ

ル ワ ー カ ーの役 割 の 点 で は、ケ ア マ ネ ジメ ン トと ソー シ ャ ル ワー クの 区 別 はつ

け が た くな る可 能 性 が あ っ た。実 際 に 一 部 の ケ ア マ ネ ジ ャー た ち は ケ ア プ ラ

ン作 成 以外 に も多様 な活 動 を行 って い る とい う指 摘 が あ る。だが 他 方 で、ソ ー

シ ャル ワー ク実 践 の 機 関 と して 創 設 され た在 宅 介 護 支援 セ ン ター こそ が、そ の

す べ て で は ない もの の、居 宅 介 護 支 援 事 業 所 に よる ケ アマ ネ ジメ ン トを超 え る

実 践 内容 や 役 割 を、ソー シ ャル ワー ク実践 と して展 開 して きた とい う指 摘 が あ

る55。そ して、介 護 保 険 の改 正 に伴 い2006年 度 か ら開 設 され る こ とに な った 地

域 包 括 支援 セ ン タ0は 、在 宅 介 護 支援 セ ン ター が試 み て きたそ れ らの実 践 内容

(実 態 把 握 、ネ ッ トワー ク構 築 、総 合 相 談、高齢 者 虐 待 防 止、権 利 擁 護 等)を 、よ り

明確 に ソー シ ャル ワー ク と して実 施 す る機 関 に位 置づ け られ て い る56。

これ らの 点か ら、介 護 保 険 の ケ アマ ネ ジメ ン トの実 施 とそ の展 開 は、わ が 国 の

高 齢 者福 祉 に お け る ソー シ ャル ワー クが 、① 介 護 サ ー ビス や そ の他 社 会 資源 の

仲 介 を超 えた ア ウ トリー チ お よび 地域 ネ ッ トワー ク構 築 、高 齢者 虐 待 防止 を含

む権 利 擁 護とい う幅広 い実 践 内容 を含 む もの で あ る こ とを、また、② ソー シ ャル

ワー カーの役 割 は、利 用 者 ・家 族へ の支 援 とい う ミク ロの役 割 か らネ ッ トワー ク

構築 とい ったマ ク ロの役 割 まで幅 広 い こ とを、改 め て 明確 化 す る こ とに寄 与 し

た 、とい う主 張 が な され るだ ろ う。



ソ ー シ ャ ル ワ ー ク の ア イ デ ン テ ィテ ィ 105

他方、③ 専 門職 としての 自律性(対 政府、対行 政組 織)と 、④基 盤 とす る価値、

の観点 か らの議論 はあ ま り見 られ ない。国の専 門職養成教育 内容へ の縛 りや、

専 門職研 修内容へ の関与 、介護i保険 にお ける政策転換 や矢継 ぎ早 に出 され る施

策、事業 実施への指示や ガイ ドライ ンの多 さ、地域包括支援 セ ンターに見る事業

委託側 と受託側 の権限非対称 の問題等 、さまざまな レベルの問題状 況が あるな

か でソー シャルワー カーの 自律性 の 問題 を議論 す るこ と、また、経済格差、地域

格差、希望格差 な どの「社 会的格差」を伴い なが ら進行 してい る少子高齢社会 に

おい て、介護保険 のケアマネ ジメ ン トとの対比 を通 して中核 とすべ きソー シャ

ル ワー クの価値 は何 か を改 めて議論 す るこ と。これ らは、わが 国の ソー シャル

ワー クのアイデ ンテ ィテ ィを問 うにあたっての課題 と思 われ る。
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