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目的 
マイクロアグレッションとは、「日常生活で経験する些

細な言葉や行動、状況のことであり、意図の有無にかか

わらず、特定の人や集団を標的とし、人種、ジェンダー、

性的指向、宗教を軽視したり、侮辱したりするような敵

意ある否定的な表現のこと（Sue、2010）」と定義され
ている。マイクロアグレッションを日常的に受け続ける

ことは、身体的・精神的健康に関連し、差別を受けたも

のの行動や生活に大きな影響を与える。 差別を受けるこ
とは「どうせうまくいかない」というあきらめの感情を

引き起こし、彼らのライフチャンスを狭めることにもつ

ながる（Goffman、2014）。そのような状況を打開する
ために、あらゆる領域において生じるマイクロアグレッ

ションを定義し、認識・分析することが求められている。  
そこで、筆者らは社会福祉の領域でも恒常的にマイク

ロアグレッションが起きているのではないかと見なし、

その実態を明らかにする必要があると考えた。今回、実

証研究に必要な概念的枠組みについて報告する。 
 

方法 
本研究は文献研究によるものであり、著作権法を遵守

して適切に引用する。 
 

結果 
【依存症】依存症者が経験するマイクロアグレッション

として、例えば、援助者の固定化された回復観や援助経

験がアセスメントに反映され、援助計画の立案に影響す

るということがある。経験を生かした援助は大切である

が、アセスメントの際に生じるアンコンシャス・バイア

スは、時に被援助者の回復観や経験が無化され、被援助

者の強みを活かした生活の実現に影響を及ぼす。 
【障害福祉】障害者運動に関わる車椅子ユーザーは、表

に出ることにより、そのボディーイメージから「かわい

そう」という認識によるマイクロアグレッションに直面

する。それによって発信元となるメディアへの露出を回

避せざるを得なくなり、発言の機会を失ってしまうこと

がある。 
また、障害者やその主たる介護者への「大変なのによ

くやっている」という同情は、「苦痛が多い」という憶測

での一側面のみを強調し、社会との相互作用やその人の

生き方、人権を蔑ろにしているといえる。さらに、それ

に付随する行為は彼らの人間関係を閉ざしたものにして

しまい、社会的孤立を呼び起こす結果となっている。 
【部落差別】日本では1871年に身分制度が廃止された
が、旧部落集団の多くが、世代を跨いでも就職や結婚の

際に排除されるという差別を受けている。また、同和教

育が人権教育にシフトした結果、「被差別部落出身」とい

う言葉が意図せずに他者をも傷つけてしまうという、現

代的な部落差別の問題も生じている。 
 
考察 

以上の結果により、どの領域においてもマイクロアグ

レッションが対象者のライフチャンスを喪失させている

ということが推察された。今後は、この報告に基づいて

恒常的に生じているマイクロアグレッションについて検

討を重ね、可視化を目指して実証的な研究を行っていく

必要がある。 
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