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 １ 広報誌夏号369号発行
 ２ インターネット相談員養成研修
 ７ 広報委員会
 ８ 運営委員会
  養成講座12
　８～９　相談指導員養成課程2年目一泊研修
 ９ インターネット相談員養成研修
 12 すこやかテレフォン研修会
  友の会役員会・第38回シネマサロン
 15 養成講座13
 20 研修委員会
 22 相談員委員会
  養成講座14
 23 自死遺族のつどい
  インターン研修会
 24 実習指導員養成課程（２）
 27 NID会館改修会議
 29 養成講座15
 30 自死遺族近畿ネット連絡会
  JR西日本あんしん社会財団平成28年度活動報告会

 １ 担当システム運用開始
  NID会館改修会議
 ３ 相談指導員養成課程2年目（１）
 ５ 養成講座後期受け入れ面接
  認定委員会
 ６ 相談員初年度学習会
 12 運営委員会
  相談員委員会
  養成講座11（振替講座）
 19 養成講座受講生電話相談見学実習
 23 NID会館改修会議
 24 相談指導員養成課程2年目（２）
  自死遺族支援検討会・シェアリング
 26 相談員委員会
  養成講座16
 27 インターン座談会・報告会
 28 実習指導員養成課程（３）
 31 友の会役員会

 ３ 養成講座７
 ６ 会計監査
 ７ 第1回あすなろダイヤル連絡会議
 ９ 子育て支援委員会
  友の会役員会
 10 運営委員会
  養成講座８
 12 なら被害者支援ネットワーク少年被害者専門部会
 15 自死遺族支援検討会・シェアリング
 15 なら犯罪被害者支援センター総会
 17 養成講座9
 18 定時評議員会・理事会・平成29年度会員定期総会
  友の会総会・記念講演会・新旧ボランティア歓送迎会
  インターン研修会
 24 相談員委員会
  養成講座10
 25 専門講座Ⅰ
 26 実習指導員養成課程（１）
 27 NID会館改修会議
 30 ～ 7/2　なら男女共同参画週間イベント・パネル展示
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インフォ
メーション

　今回の特集も「家族」について取り上げ
ました。「家族の絆」の大切さが大きな話
題になっていた頃、「『絆（キズナ）』という
漢字は『ホダシ』とも読める。キズナを強
調しすぎるとそれがホダシとなって人を縛
りつけることもある。いのちの電話にはそ
ういうホダシに苦しむ人からの相談がたく

さん寄せられている。これからの家族のあ
り方について考えていきたい」と、故植村
圭子前理事長がおっしゃっていました。
　この広報誌の企画編集にも深く関わり、
我々を導いてきてくださった植村さんに
心より感謝の意を表したいと思います。

（や）

編 集 後 記

創作　奈良カルタ
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　子どもの貧困が社会問題に
なっている。昔のように貧し
い家庭が多数派であれば問題
にならないが大多数の子ども
が携帯を持ち、友達を家に呼
んで遊び、習い事をする時代

に、少数の買ってもらえない子どもは自然に
仲間から外れてしまう。貧困の中で育つこと
は、子どもの自尊心や仲間作りの機会を奪う
ことになっている。
　大人が二人以上居る世帯に比べて大人が一
人の世帯の貧困率は非常に高い。特に母子家

庭で顕著であり、働く母親の賃金が低いこと
にある。母子世帯の平均所得は、全世帯の平
均所得の４割に満たない。生活保護基準以下
で暮らす世帯も多いという。
　家庭の貧困は単にお金がないという問題に
とどまらない。子どもの虐待、非行、自殺念慮、
家庭崩壊など様々絡まっていることが多い。
　旧憲法下では戸主の同意を必要としたが、
戦後の日本国憲法は、「両性の合意のみ」で
結婚を可能にした。だから昔は「家」と結婚
するようなものであったが、　今は個人主義・
自由主義が巾を利かせ結婚も離婚も容易であ
る。核家族が多く、三世代同居が少なくなっ
た。そして、無縁墓が続出、墓仕舞いなどと
いう言葉が聞こえてくる。

　文部科学省は毎年公立の小中学校で学力、
体力、規範意識の調査を実施している。都道
府県別のランキングを見てみると、毎年上位
にいるのが、石川、福井、秋田、新潟など日
本海側の県であり、これらの県に共通してい
るのが、三世代同居のお家が多いことである。
　しかも、若夫婦共働きが多く経済的に安定
しており離婚も少ない。育児や介護は家族み
んなで助け合い、子どもの数も多いという。
　昔の家の制度が全て良いと思わないし、離
婚にもいろんなケースがあり罪悪視するつも
りもないが、明日の日本を背負って生きる子
どもたちのことを考えると、いまこそ立ち止
まって社会のあり方を見直すときではない
か。　　　　　　　　　　　　　　　　（宏）

6月 7月 8月

ご案内ご案内ご案内

日　時　2018年１月８日（月・祝） 13：00 ～ 16：00
場　所　奈良商工会議所５階大会議室
会　費　3,500円　
申込締切　12月20日（水）
　　　　　事務局まで　TEL 0742-35-0500

2018年新春交流会

友の会からのお誘い

　　　　監督　是枝 裕和　
　　　　出演　阿部　寛・真木　よう子・樹木　希林

第39回 シネマサロン「海よりもまだ深く」

日　時　１0月31日（火）　１３：3０～１５：３０
参加費　500円（茶菓代）
申込先　事務局　当日参加も可
大人になり切れない男と年老いた母を中心に夢見ていた未来と
違う現代を生きる家族の姿を綴った人間ドラマ

秋の研修交流会
日　時　11月30日（木）１１：００～１４：００
内　容　①落語　春寒亭遊若師氏　　②昼食　　③交流会
参加費　3,000円　　　　会　場　NID会館３F
申込締切　11月24日（金）事務局まで（先着40名）

｢第13回 チャリティバザー｣
日　時　11月19日（日）　１０：００～１５：００
ＮＩＤ会館にて
採れたて野菜や日用品を特別価格で提供します

おしらせおしらせおしらせ

特 集

家族療法に学ぶ 矢野　かおり　氏
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　私たち「奈良いのちの電話」では、常日頃の相談の中で
様々な悩みを抱えた相談者に出会う。そしてその多くの悩み
の根底に「家族」の問題があると感じる。DV で苦しむ人、
子どもの頃の虐待経験を引きずり自己肯定感を持てない人
等、出口の見えない相談者に対してどう向き合えばよいのか。
　今回「家族療法」に携わり、カウンセリングの現場で実践
されている矢野かおり先生にお話を伺った。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
家族療法はいつ頃からどういう流れで始まったのですか。
矢野　欧米では1950年代から家族を対象とした臨床が始
まりました。それまでは精神分裂病（統合失調症）の原因と
しての家族研究が行われており、その後60 ー 70年代にシ
ステム論を基にする家族療法が生まれたといわれています。
家族を病の原因とみなし治療するという考えから、「家族と
ともに」治療する家族療法へと変化してきました。日本では
80年代にシステム論的家族療法が紹介され急速に発展して
いきました。いのちの電話協会に身近なところでは、自死遺
族支援の一環として家族療法的アプローチが取り入れられて
います。

家族療法はどんな考え方に基づいているのですか。
矢野　元々精神科領域では、個人の中に問題の原因があ
ると考える流れがありました。家族療法では、患者を IP
（Identified Patient）＝患者とみなされた人、と呼びま
す。誰が何をどんなふうに問題だと規定し、どんなやり取り
をしているのかに注目します。もともとは解決努力だったや
りとりがいつのまにか膠着し、家族が持つ本来のチカラがう
まく発揮されていない状態だと考えるのです。家族システ
ム全体が変化すれば IP にも変化が起こると考えます。そこ
で、家族がこれまでと違う関わり方をし、家族のチカラが発
揮できるよう援助することで問題解決を目指す方法です。

原因を探さない療法と聞いていますが。
矢野　私たちは通常、「妻は夫のお酒のせいでイライラす
る」というように、原因があって結果があると直線的に考え

ています。しかし、夫からすれば「妻がイライラするから酒
を飲むのだ」という捉え方もできるわけです。どちらも間
違っていないかもしれません。しかし、原因だと思われる行
動は結果でもあり、結果だと思われる行動は原因でもあると
いう円環的な見方をすることもできます（図参照）。従って
「何が原因か」を探すのではなく、「周囲との間で起こって
いる、どんなやり取りが問題を維持させているのだろうか」
という点を意識して聴きます。

それでは今現在の関わりについて、過去にさかのぼっていく
ということはないのですか。
矢野　過去を扱うという意味では、家系図をアセスメントに
用いるグループもあります。しかし、基本は「いまここで
（Here & Now）」問題をとらえることが特徴です。電話相
談では虐待や DV の経験を持つ相談者も少なくないと聞き
ます。過去の経験の影響で生きにくさを抱えていることは想
像に難くありませんが、過去の原因を特定してもそれが今の
問題解決につながるとは限りません。また他人が「これが原
因では？」と指摘すれば状況を悪化させることも想像してい
ただけるでしょう。その方のストーリーや価値観をしっかり
聴き、労うことは基本ですが、その上でいま問題を維持して
いる相互作用やパターンに注目するのです。

実際に全員に来てもらうのですか。　
矢野　全員が揃うことにはこだわりません。たとえ本人が来
なくても相談者と本人、関係者との相互作用を意識しながら
治療をしていきます。一人の変化が全体の、全体の変化が一
人の変化をもたらすことになります。

家族といっても夫・妻それぞれ背景が異なる文化・歴史を
持っています。例えばDVをする夫は、自分の父親もそう
やって家族に対してきたから当たり前だと主張する人がいま
す。Here ＆ Nowの関わりで簡単に変わるのでしょうか、
もっと根深いものがあると思うのですが。
矢野　その主張は直線的思考に基づいていますね。援助者も
同じように直線的思考にはまってしまうと、問題解決が遠く
なってしまいます。円環的に見れば、加害被害関係は一方の
存在だけでは維持されません。どんなやりとりが今の問題を
維持させているのかに焦点を当て、この家族が持っている解
決へのチカラを一緒に探していくことができたらよいですね。

矢野　かおり　氏
臨床心理士　システムズアプローチ研
究所コミュニケーション・ケアセン
ター
なら新大宮クリニック　非常勤心理士
上智大学文学部心理学科卒、大阪大学
大学院医科学研究科修士課程修了
『家族はこんなふうに変わる　新日本
家族十景』（昭和堂）第９話担当
『孤独を防ぐ精神科援助職のためのチーム医療読本　臨床サービス
のビジネスマナー』（金剛出版）第２章・第12章担当　他
共訳『アンコモンセラピー　ミルトン・エリクソンのひらいた世
界』ジェイ・ヘイリー　高石昇・宮田敬一監訳
翻訳協力『会話・言語・そして可能性　コラボレイティヴとは？セ
ラピーとは？』ハーレーン・アンダーソン著　野村直樹・青木義
子・吉川悟訳

インタビュー

矢野　かおり　氏
家族療法に学ぶ
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家族療法においてゴールとは。
矢野　例えば不登校ケースの治療ゴールが登校することとは
限りません。ご本人や家族が望む「解決」を一緒に構築して
いくことが大切です。例えば、不登校状態で相談に来られた
母娘は、「娘が元気で生き生きしていられること」を望まれ
ました。母子家庭でお互いが気遣い合うことですれ違いが多
くなっていましたが、各々が言いたいことを言えるやり取り
ができるようになり、不登校ながらも娘さんに元気が戻りま
した。その時点で、専門家の手助けが必要でないと判断さ
れ、終了となったというケースもあります。家族システムが
「何とかやっていける」と思えることがゴールだといえるか
もしれません。

電話相談の中で、出口の見えない相談者に対して私たちはど
うしたらいいでしょうか。
矢野　相談員の方から、傾聴の訓練を重ねてはいるものの、
どう声をかけていいのかわからないことがある、または、た
だ聴くしかできないことが辛いという声をお聞きすることが
あります。「何とかしてあげたい」という思いから、相談者
のお話の世界に迷い込んでしまい、同じように出口が見えな
くなる感覚を持たれるのかもしれません。そんなときは、相
手から語られるストーリーを絵本のページを一緒にめくるよ
うに、「それからどうなったの？」「そんな大変な中、どう
やって、やってこられたの？」と相手の世界を教えてもらう
気持ちで聴いてみてください。その人の人生とそれにまつわ
る不具合についての「専門家」は他でもない本人です。それ
を「教えてもらう姿勢」で聴き質問することで、会話が促進
され、その人を苦しめてきたストーリーに可能性が広がり、
変化していきます。相談員は相手の悩みを直接解決すること
にとらわれるのではなく、相談者からまだ語られていない人
生ストーリーの「埋もれた資源」が語れるような会話を目指
してほしいと思います。そのためにも相談員の会話力（聴く
力・質問力）が大切になります。

最近の電話相談の中でも虐待、DVをはじめ　根っこに家族
の問題が大きな要因となっているような気がします。機能不
全に陥っている家族が増えていると感じます。矢野先生は家
族というものが変わってきていると思われますか。
矢野　近年は「家族」にもいろいろな形態が増えてきている
ことは確かです。例えばステップファミリー、養子家族など
もそうですが、同性婚も注目され、ちょうど家族観の転換期
なのかもしれません。「家族」がどんなかたちであっても、
人にとって「家族」の存在は身近で影響が大きいものである
が故に、その人の人生ストーリーを語る際に、自分にとって
大きなこととして語られることは当り前かもしれません。
「家族」のかたちが多様化する中、それを支える社会構造に
も改善が必要ですし、支援体制も今後の課題になるでしょ
う。
広報　今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
今回のインタビューを通して人と人との関わり方、コミュニ
ケーションのありようが、人の生きやすさ・生きにくさを大き
く左右していることにあらためて気づかされました。匿名を
基本とし一期一会の電話相談と家族療法とはそもそも設定が
違いますが、相談者に寄り添うということの一つの具体的な
形としてとても示唆に富んだお話だと感じました。 （M・Ａ）

―― 「奈良のおとうちゃん」 ――

 元 OSK 歌劇団　　　　　

 長谷川　惠子

　暑い夏が終わりを告げ、寝苦しかった夜に秋の気配が忍
びより、一気に眠りの海へ落ちてゆきます。
　日頃から健康には自信を持っていた私ですが、昨年秋に
帯
たい

状
じょう

疱
ほう

疹
しん

（ヘルペス）に罹り、病院通いも百回を越えた頃
からようやく全快に近づいて来ました。
　昭和33年、奈良はあやめ池近くの重厚な建物の中に
「OSK 松竹音楽学校」があり、15才で入学した私は垢
抜けた百名の同級生に圧倒されながら皆の背中を見ていま
した。
　しかし、半年もしない内に同級生と打ち解けるようにな
り、あやめ池にある円型大劇場や大阪劇場の舞台では満員
のお客様の拍手に支えられながらひたすら芸に励んでいま
した。
　ある日の帰り、電車の中で数日前に楽屋に来られ、家に
生った柿を山のようにゴロゴロ取り出して私達に下さった
その方をお見かけし、お礼を申し上げようとしたのです
が、お名前が出てこなくて思わず“奈良のおとうちゃん”
と呼んでしまいました。
　その方は皆さんよくご存知の“今里英三氏”、当時は近
畿日本鉄道の佐伯勇社長の元で、腕を振るう今里氏を知ら
ない人は無く、その後、社長の座を引き継がれたお方だっ
たのです。そうとは知らずにいた私に「皆さんは元気で
やっとるのか」と気さくな口調で話しかけられ、私はやっ
と笑顔に戻りました。
　歌劇団は、昭和40年から旧ソヴィエトの文化庁からの
招
しょう

聘
へい

により、モスクワとレニングラードで、私達 OSK の
歌、踊りの公演が決定。
　海外での長期公演は私達の親会社の後

うしろ

楯
だて

があったから
……今里氏の強力なバックアップのお陰で大成功、大きな
体育館の客席に１万２千人が押し寄せ、私達の歌やダンス
を喜んで見て下さいました。
　１万人の方達の拍手ほど私達の心を打ったものはありま
せん。それなのにこの成果の恩人とも言うべき親会社のど
なたにも、おみやげのひとつも買って帰る事無く、お礼す
ら伝えてないのです。皆とても感謝しています。
　最後に奈良のおとうちゃんの格言。
　『食事が出る会であっても、事前にしっかりと食べてか
ら会場に行きなさい。他の人が食べている間に、大勢の人
達の話から大事な事をたくさん学べるんだよ』85才まで
ご自宅の井戸水を浴びられ、平成19年８月20日誕

たん

生
じょう

日
び

前
ぜん

日
じつ

没
ぼつ

、百一才。合掌 （協会資金会員）

情報化社会のなかで考える
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