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救援者のメンタルヘルス②
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救援者を取り巻く状況

前 回(本 誌,Vol.10,No。4,P.94～98)

は,被 災者のス トレス反応や,援 助をする際

の心得 について述べ た。被災者の一般的なス

トレス反応に対 して,救 援者 自身が過剰に反

応 し,抱 え込み,即 座に臨床心理士やカウン

セ ラー,精 神科医につなごうとせず,ま ずは

日常生活の困 り事について,真 摯に じっ くり

かかわることや,希 望を喚起す るような接触

の重要性に触れた。

一方で
,海 外で救援活動を行 う場合,現 地

の言葉を理解す ること,文 化や風習を理解す

ることに加えて,他 国出身の救援者 とチーム

を組み,目 的に沿った活動(災 害救援,紛 争

犠牲者救援,難 民キ ャンプ支援な ど)を 遂行

しなければならない。また救援者 自身が,現

地で被災する可能性 も否 めない。 このような

環境 を踏まえると,ス トレスフルな状況下 で

活動 に従事す る救援者 も精神的負担を受ける

ことは明 らかである。

今 回は,救 援者 自身の心理的変化 に焦点を

当て,こ れ らの変化に備 えることの重要性 に

ついて触れたい。

救援者のストレス

惨事ス トレスとは,地 震や水害などの自然

災害,交 通事故,列 車事故,ビ ル火災,爆 弾

事故などにおいて,悲 惨な状況で救援活動を

体験 した場合に生 じ,こ れまでの職業人生で

培った対処能力をはるかに超えた,衝 撃的で

強いス トレスを指す1)。

表1は,惨 事 ス トレスが生 じやすい状況を

まとめてい る。 また,表2は,救 援活動 に従

事する医療者が受けた衝撃 的な体験を,医 療

行為 に関す るものと,個 人 的体験 に関す るも

のに分けて示 している2)。

また,救 援活動か ら来 るス トレスは,派 遣

前の準備段階か ら始まってお り,被 災地 での

任務 中は もちろん,任 務を終了 して帰還 した

後にも生 じると言われている3)。

『災害時の こころのケア』(日 本赤十字社)

では,救 援者のス トレス症状の自己診断チ ェッ

ク表(表3)4)を 掲載 し,症 状 を 自分で見極

め,そ れ らに対 して備 えることを推進 してい

る。

また,ICRC*か ら出版された 『Humanitarian

action and amled conflict Coping with stress』5)

では,ICRCス タッフは,仕 事の内容上,過 酷

なス トレスが存在する と述べた。それ らス ト

レスの存在を知 った上 で,派 遣前,中,派 遣

表1惨 事 ス トレス が生 じや すい状 況

・悲惨な状況の遺体 ・損傷の激 しい遺体を扱 う(特 に

人為性,犯 罪性が高い場合)

・子どもの遺体を扱 う(特 に自分の子どもと重なる場合)

・肉親や知 り合いが被害者 である

･本 人あ るいは同僚がけがをする ,あ るい は殉職者が

出る

･十 分な成果あるいは救援活動 がで きない

･こ れまで経験 したこ とがない状況

・マス コミや社会が注 目

・毒物汚染な どの恐怖(例:放 射能 ,ガ ス,血 液汚染)

・本人の損失が甚大(例:地 域 ,自 宅倒壊)

・劣悪な天候 ,極 度の疲労,不 眠不休,空 腹下での活動

大澤智子:PTSD(外 傷後ストレス障害)と トラウマケア,看護技術.Vol．51,
No・11,P.44～47,2005.よ り引用,一部改編
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表2衝 撃的な体験の内容

表3ス トレス症状の自己診断チェック表

以下の項目について,4～5項 目なら問題はないが,6～7項 目以上当てはまる場合には注意が必要である。

日本赤十字社:災 害時の こころのケ ア,P.31,日 赤会館,2004,よ り引用,一 部改編

終 了後 に必要 な こ とにつ い て述 べ てい る(後

述表 記)。

過酷 なス トレス とは,① 一般 的 なス トレス,

② 累 積 した ス トレス,③ トラ ウマ テ ィ ッ ク

(心 的外 傷 性)ス トレス の ことを指 す。

過 酷 な ス トレス に つ い て,『Humanitarian

action and armed conflict Coping with stress』5)

では,表4の よ うにま とめ てい る。

救援者自身の心理的変化に
備えるということ

では,さ まざまなス トレス反応 に対 し,ど

のように備えれば,円 滑に活動 を遂行 し,現

職 に復帰できるのであ ろうか。デビッ ド・モ

ロ7)は,対 処法 として3つ の原則 を述べてい

る。

1)救 援者の燃えつきを防ぐための3原 則

＊lCRCと は

ICRC(Intenational Committee of the Red Cross)と は,赤

十字 国際委員会の ことである。武力紛争時に犠牲者を保護す

るために,中 立的な立場で活動する ことを認め られている国

際的な機関であり,戦 時救護 を目的と して,1863年 に設立 さ

れた最初の赤十字機関である6)。

① 活動中にペアを組み,コ ミュニケーシ ョ

ンを よくする

② 前 もって自分の 「疲労の兆候」を相手 に

伝 えておき,そ の兆候が現れた場合 は,
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表4過 酷なス トレス

表5各 時期における救援者のス トレス対処

互いに声を掛け合い,対 処法を考 えるよ

うにす る

③ 救援者は,「 自分がすべてやろ うとする

のは無理」 であることを認識 し,自 分の

限界 を知 り,ペ ースを守 るよ うにす る

2)ス トレスを残さないための方法

救援者 は,自 分の体験 したことを押 さえ込

まず,同 僚や仲 間に吐き出す ようにする。そ

のことによ り,感 情は整理され,気 持ちが楽

になる。 自分の仕事を褒め,相 棒 とも互いに

仕事 を評価 し合 うことが大切である。

また,雑 事 に手を付 けてみる,十 分な栄養

と睡眠,入 浴や軽い運動な どによって,ほ っ

とするひ とときを持つ ことは重要である。

ICRC8)で は,各 時期における救援者のス ト

レス対処 と,組 織 は救援者の過酷なス トレス

への対処に関心を持 って取 り組む必要性があ

ることを述べている(表5)。

では,実 際に救援活動 を行 った看護師は,

どのよ うな思いを抱 きなが ら任務を遂行 して

い るのであろ うか。K子 の事例か ら考察を述

べ る。

国際救援に派遣された
Ｋ子の事例

ここでは,総 合病院で看護師 として働いて

いるK子(28歳)の 事例 について紹介する。
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貧しい国で暮らす人々や災害に苦しむ人々の力になれたら,と いう思いでK子 は看護師に

なった。国際救援に派遣されるまでには,看 護師として自立 して看護を実践できることや,

英語力を身に付けることが必要であり,日 々自己学習や必要な研修を受け,派 遣の機会を

待っていた。

テレビや新聞で,災 害救援として派遣される医療スタッフの姿や被災地の様子を目にする

たびに,国 際救援で活躍することを切に希望していた。
'そんなある日

,A国 で地震災害が発生し,K子 を医療チームのメンバーの一員として緊急

派遣の依頼がK子 の病院に来た。K子 にとって待ちに待った派遣である。しかし,突 然の派

遣依頼であったため,看 護師長は,K子 が不在となる約1カ 月間の勤務のやりくりが大変そ

うであった。そのため,「病棟の皆さんに申し訳ない」という気持ちと 「でもやっと国際救

援に行けるのだ」という,2つ の気持ちが交差した。

出発までの3日 間で，同僚看護師に自分の仕事の引き継ぎをし,慌 ただしく日本を出発 し

た。医師をチーム リーダーとして,看 護職3人,事 務および技術担当者2人,計6人 のチー

ムであった。初めて会う人ばかりで.チ ームの大半は派遣経験を持ったベテランばかりであ

り,K子 は緊張を隠せなかった。

被災地に入ると家々が崩壊し,そ の横に途方に暮れて座り込んでいる人や倒壊 した家屋か

ら取り出せる物を取り出そうとする人々で混乱した状況だった。被災者は,倒 壊 した自分の

家から離れたくないため,家 の近くでビニールシー トと木の枝を使った仮の家を造りそこで

避難生活をしていた。

現地で被災状況の情報を収集する中で,A国 での被災者の地震時の恐怖や家族を失った悲

しみに,K子 は涙することもあった。他の救援機関との調整後,医 療活動を行う場所が決ま

り,そ こに仮設診療所を立ち上げることとなった。

仮設診療所は,地 震により全崩壊した診療所の近くに建設され,地 域医療スタッフと共に

活動することとなった。仮設診療所の開設準備の様子を,地 域住民は珍 しそうに眺め,診 療

開始を待ちわびていた。K子 たちのチームは,被 災地の人々と日本人の混同メンバーとなっ

た。K子 は日本人メンバーには日本語で,A国 のスタッフには英語で会話した。しかし,そ

の姿を見ていたA国 の医師がK子 にこう言った。

"K，please　try　to　
speak　English　to　everybody,　other　wｉse　our　colleague　feel　ｉsolate

and　it　difficult　to　work　together　for　them.(K,皆 と英語で話そうよ,そ うでないと,お互

いに孤立を感じて.働 きづらくなってしまうよ)"

A国 のスタッフは,K子 の振る舞いが気になっていたようだった。それからは，誰に対し

ても仕事中は英語で話すようにした。

ある日,赤 ちゃんを抱えた母親が泣き顔で,夫 と2人 で診療所にやってきた。赤ちゃんは
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生後9カ 月だったが,か なりの栄養障害で生後3カ 月くらいの体重 しかなかった。数 日前か

ら熱を出 し,今朝から泣かなくなったということであった。重症の栄養障害と肺炎を併発 し,

唇にはチアノーゼが出現 して,手 の施 しようがない状況だった。

医師の診察中,父 親は 「地震で家が崩壊 し,こ の子の兄は亡くなってしまいました。今,

私たち夫婦にはこの子 しかいないのです。お願いです。助けてください」と切願 し,母 親は

心配で言葉も出ない状況だった。しかし医師が診察した時には,す でに呼吸停止,心 停止の

状態だった。日本人医師とA国 人医師の2人 は,ゆ っくりとその赤ちゃんの両親に病状と死

亡を伝えた。

母親は大声で泣き叫び,父 親は声を殺 して泣いていた。K子 は 「看護師なのだから」と,

自分に言い聞かせながらも両親の気持ちを思うと涙をこらえることはできなかった。「ここ

に来れば我が子が助かるかもしれない」という思いで来た両親。被災地では,助 からない命

があることは分かっても,そ の現実に直面 した時 「被災地でも命は助かるし,助 けなくて

はならない」と考えていた自分に,K子 は気付いた。

あっという間に1カ 月が過ぎ,K子 たちは引き継ぎの準備に追われていた。日本人スタッ

フはもちろんのこと,A国 のスタッフとも仲良くなり,冗 談を言 って笑えるようになった。

仮設診療所でも顔なじみの患者さんができた。その患者さんたちは避難所暮らしが続いてお

り,復 興支援はまだ開始されていない。帰国日が近付くにつれ,被 災者を見捨ててしまうよ

うな罪悪感に,K子 は苦しんだ。

帰国後,新 聞に自分たちの活動記事が大きく掲載され,院 内では報告会が続 き,災 害地で

の活動のことをゆっくりと考える時間がない中で,日 常の勤務を開始した。最初のころは,

スタッフが 「どうでしたか?大 変でした?」 と関心を向けてくれた。しかし,1週 間もす

ると,K子 は災害地での活動がまるでなかったかのように働いていた。「そうしなければい

けない」とK子 は思い込んでいた。

「あの後,ど うなったんだろう?あ のおじいさん,ど うしているかな?」 と,ふ と,K

子は考えるようになった。悶々とした思いを誰かに話 したい,そ んな思いで過ごしていた。

事例から見えてくるもの

1)派 遣前

派遣前に,K子 は,わ ずか3日 間で現職の

引 き継 ぎを行い,師 長や同僚に申し訳ない と

い う思いを感 じなが らも,A国 に向か った。

派遣前か ら,さ まざまなス トレスを感 じるこ

とを,救 援者 自身が認める ことが必要である

(表4)。 このよ うな,申 し訳なさをK子 自身

が認識 した上で派遣先 に向か う,と いった気

持ちの切 り替 えが重要である。
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2)派 遣中

派遣中では,そ の被害の大 きさに驚 くと共

に,被 災者の悲 しみに涙すること,救 えない

命がある ことに直面 した ことな どがある。 こ

れ らは,ICRCの 述べた,累 積 したス トレスに

分類 される と言 えよ う(表4)。 自分 自身を

ケアする こと,お よび仲間から支 えて もらう

ことが必要 になる。K子 は,A国 の医師か ら,

「誰 とでも英語で話 そ う」 とア ドバイスを受

けた。A国 の医師は,日 本人 と日本語でのみ

話そ うとす るK子 に,コ ミュニケー ションの

壁 を感 じ,そ の こ とをK子 に伝 え るこ とに

よって,医 師 自身そ して,K子 を含むチーム

の信頼 関係 を図ろ うとした。 一方 でK子 は,

コミュニケーシ ョンの壁を相手が感 じていた

ことを指摘 されることで,初 めてその ことを

感 じ取る ことができた。

共通言語で会話をす ることは,チ ームの信

頼関係を深めるための重要 な要素 である。被

災地の医師が感 じた このス トレスは,表4で

述べ られた一般的なス トレスに当てはまる。

これ らへ の対処法 としては,相 手 に伝え理解

を得 ることである。

3)派 遣終了後

派遣終 了後,K子 は,派 遣 な どま るでな

かったかのように振 る舞い,そ うしなければ

な らない と思 い込んでいた。K子 は,師 長や

同僚 に感 じた申 し訳なさを,一 つのス トレス

として認識さえできず,派 遣終 了後 も申し訳

ない と感 じてい た。「周囲に負担 を掛 けたの

だか ら,救 援活動で感 じたさまざまな思いを

人前 に出す ことは控 えよう」 と,自 分の思 い

を抑圧させたのでは と考 える。

派遣中に感 じた激 しい感情を封印すること
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は,K子 のス トレスを助長 させ る。報告会で

時間を費や し,忙 しい 日常勤務 に就 くことは,

K子 の精神的負担を増強 させる。せめて,十

分な休養を確保することと,派 遣中に感 じた

激 しい感情を安心 して話せ る場がK子 自身に

必要である。そ して,救 援活動 中の出来事を

悶々と想 う時があって も,雑 事 に手 を付けて

みる,十 分な栄養 と睡眠,入 浴や軽 い運動 に

よって,ほ っとする時間をつ くることこそが,

さらなる英気を養 うために重要である。そ し

て,こ れ らを保障す るためのシステムが,組

織 内に構築 される ことが必要 と考える。

救援者への支援の重要性

派遣前からさまざまな思いを抱きつつ,多

忙な任務を遂行し現職に戻るまでに,救 援者

自身が多くの支援を必要 とする。このような

支援を必要 とするにもかかわらず十分に得ら

れない場合には,精 神的負担が生じる。

この状況を改善するためには,さ まざまな

ス トレスに救援者が備えることと同時に,派

遣中に感じた激しい感情を押さえ込まずに安

心して語り合える場が保障されることは重要

な課題と思われる。
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