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ナイ チ ン ゲ ー ル に おける看護技術論 の

形成過程 に 関する研究

山 本 利 江 (千葉大 学看護学部)

本研究 の 目的は F . ナイ チ ンゲ ー ル の 看護技術論 の 形成過程 を明 らか にす る こ と で ある｡ 分 析対 象 は初め て の 看護 実践 の

見学報告書 『カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園 に よ せ て』 と, 彼女自身 の 実践報告書 『病院監督 か ら貴 婦人委員会 へ の 季刊報告』 で

あ る｡ 記述 か ら F . ナ イ チ ンゲ ー ル の 認識 を辿 り, 看護技術 に関す る像 とそ の 経 時的変化 を分析 し, そ の 後の 実 践活 動 に つ

い て考察 した
｡

そ の 結果, 見学体験 で は看護 に つ い て の 一 般的 な像 の 形成 は認 め られ な か っ た｡ しか し F . ナ イ チ ン ゲ
ー ル

は
,

人 間は完全 な る神 の 定め る法則 を求 め実践 す る存在 と捉え , 見学 した 看護実践 の 意味 を探 り人 間を対象 とす る技術 に兵
通す る表象像 を描 い た ｡ また 直接体験 で は, 看護 に つ い て の 一

般的な 像を形成 し実践 を展 開 した
｡ 則ち看護の 一 般的な 像 に

基づ き看護技術 の 表 象像を捉え
, 次 の 実践 に適用 した の で あ る｡ こ の こ とか ら

, 看護技術 の 立体像 の 形 成 とそ れを意識的 に

実践 に適用 し
, 看護 技術論の 形成が 認 め られ た｡

こ の 段 階の 看護技術論が ス ク タ リ で の 実践 を導 き, 実践家と し て 飛躍的 に

発展 させ , こ の 体験 が 『看護覚え 書』 に示 さ れ た看護 一 般 の 認識を形成 さ せ たo

結論 : 抽象像 に導 か れた 実践が 技術 の 立体像 の 形成 を促 し
,

こ の 立体 像が 看護技術 の 立体像 を形成 する と 同時に
,

そ の 像

を次 の 実践 に適用 さ せ る こ とを促 し た
｡

こ の 認識 と実践 の 連続性の う ちに
,

F . ナイ チ ン ゲ
ー ル の 看護技 術論 を基 礎 とす る

看護者 と して の 発展 の 構造が 明らか と な っ た｡

K E Y W O R D S : n u r si n g t e c h n ol o g y ,
n u r si n g

p a r a dig m
,

Fl o r e n c e N ig h t i n g a l e

1 . は じめ に

筆者 は こ れ ま で の 看護教育実践 を経 て
, 個々 の 看護基

本技術 は看護技術論を 意識 し なく て も教 え ら れ る が , 香

護学 を基盤 と する 看護技術教育 を行 う に は
, 看護技術論

は不可欠 で あ る事 に 気 づ か さ れ た｡ なぜ な ら, 看護技術

と は
, 個 々 の 看護技術が そ の 時々 の 看護者 の 認識 で あ る

看護観 と そ の 表現 の 過程で あ りな が ら, そ れ ら看護技術

はす べ て 対象 へ の 看護 を 実現する た め の 実践活動 と し て

統合さ れ て い く と い う構造 を も っ ｡ 従 っ て 看護専門職 を

目指す看護学生 に は
,

こ の 看護技術 の 構造 に 基づ き
, 自

己 の 看護技術 を評価する看護観 の 形成 が 求 め られ るか ら

で あ る｡ こ の こ と を 薄井 は ｢看護技術 を
"

看護す る た

め に
"

と い う論 理
, す な わ ち 〔看護観 の 表現技術

-

料

学 と し て の 看護論 の 適用 で あ る技術〕 と して 位置づけ ら

れ る方法論 を私 た ち は も た ね ば な ら な い の で あ る｣
1 ) と

述 べ
, 看護技術論 の 形成 を促 し た｡ しか し看護技術 に つ

い て の 概念規定 は あ る もの の
, 看護技術 に つ い て の 看護

者 の 認識 を
, 現象 の 記述か ら構造 を浮 き彫 り に し, そ の

本質的段階 の 認識
2 ) と し て 位置づ け られ る看護技術論 の

穐述 は み あ た ら な か っ た｡ そ こ で 看護技術論 を追究する

に は
, 看護実践か ら, 前述 し た看護技術 の 構造 を浮 き彫

り に し
, 看護者 が そ の 構造を ど の よ う に 認識 し て い るか

杏
,

そ の 看護者 の 看護観 と の 関係 をふ ま え て 論述す る段

階 で あ る と考 え た｡ そ の た め に は, 看護実践 と看護者 の

認識 を
,

つ な が りを も っ て 再現可能な材料が必要 で あ る｡

そ こ で 膨大 な著述 を残 し, そ の 著述の 中で 看護
一

般を 明

らか に し た F
.

ナ イ チ ン ゲ ー ル を研究対象 と し て 選択 し

た｡

2
. 研 究目的

本研究 は
, 看護技術論 の 史的発達過程 を究明する端緒

と し て
,

F
.
ナイ チ ン ゲ ー ル に お け る 看護技術論 の 形成

過程 を 明 らか に する こ と を目的 と する｡

3
. 理論的枠組みと用語 の 概念規定

り 認識論 と技術論 の 枠組み

看護技術論 の 形成過程 を 調 べ る に は
, 看護技術 が存在

す る事象 を と り あ げ,
そ の 事象 に お ける 看護技術 の 過程

的構造 を論 じ, 看護技術 と して の 一

般性を 明 らか に して

看護学 に 位置 づ け る こ と が必要 で ある｡ こ の 事象か ら技

術の 存在 を認識 し
, 科学 に 位置づ けて い く思考過程を 現

すた め に
,

三 浦 っ と む の 科学的認識論 と庄司和晃の 三 段

階連関理 論 お よ び, 武谷三 男 の 技術論 を 理論的前提と し
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た｡ 論述に あ た っ て は,
こ の 理 論的前提 に 基 づ き, 事象

の 本質的 ･
一

般的 ･ 理 性的 ･ 概念的な 抽象的段階, 表象

的 ･ 特殊的 ･ 比愉的 ･

諺的な表象的段階, 具象的 ･ 個別

的 ･ 感性的 な現象的段階 を 区別 して と らえ
, 事象 を こ れ

ら三 段階の つ なが り を ふ ま え た 立体的構造 と し て 把握す

る こ と に 留意 し た｡ こ の 他 の 用語 に つ い て は
, 次 の よ う

に 定義 し た｡

･ 論理 : 事象 に ひ そ む客観的法則性

･ 技術 : 人間実践 に お け る 客観的法則性 の 意識的通用

･ 立体像 : 事象 の 立体的構造を 反映 し形成 さ れ た 像

2 ) 看護学 の 枠組 み

看護技術 を看護実践現象か ら と ら え る と
, 看護技術 の

出発 は看護者 が
,

対象 に 看護技術 を必要 と する事実 を認

め る こ と か ら始 ま る ｡ 実施 に あ た っ て 対象 の 反応を 反映

し っ つ
, 行 お う と す る技術 を思 い 浮 か べ

,
そ の 表現方法

を決定 し
, 自己の 身体を と お し て 現実 に 表現 し

, 表現 の

あ と に 対象 に 起き た変化か ら, 対象 に と っ て の 看護 に な っ

て い た か どう か を評価す る｡ 本研究 で は, 以 上 の 過程的

構造 を ふ ま え た看護技術 の 概念規定 を採用 した｡ ま た F .

ナイ チ ン ゲ ー ル の 表現か ら事象 をす く い あ げ,
そ の な

か か ら看護技術 の 存在 を示すた め に は, 論述 の 根拠 と な

る看護
一

般論 が必要 で あ る｡ 本研究 で は薄井 の 『科学的

看護論』 を看護 一 般論 と して 採用 した｡ な お 看護技術論

に つ い て は
,

以下 の よ う に操作的 に 定義 し た｡

･ 看護 (看護
一

般) : 生命力 の 消耗 を 最小 に す る よ う 生

活過程 を と と の え る

･ 看護 の 論 理 : 事象を 看護
-

般 に 照 らす こ と に よ っ て 抽

き出さ れ る 客観的法則性

･ 看護技術 : 看護観 と そ の 表現

･ 看護技術論 : 看護
一

般 の 実現 を
一

般論 に 据え て
, 看護

技術の 立体的構造 を反映 し形成さ れ た 像, す な わ ち看

護技術 の 立体像

4
. 対象および方法

1 ) 分析対象 お よ び選 定根拠

研究対象 は F . ナ イ チ ン ゲ ー ル の 看護実践 お よ び そ.
の

認識 で あ る ｡

分析対象 は
,

現時点 で 可能 な 限り近似的 に F . ナ イ チ

ン ゲ ー ル の 看護実践 お よ び認識 を把握する た め に
, 彼女

自身の 著述 で あ る
一

次文献 が適当で あ る ｡ ま た
, 看護技

術論 の 形成過程 を 明ら か に する た め に は
, 看護技術 に 対

す る認識 の 質的変化 を示す必要が あ る｡ こ れ ら の 選定根

拠 に よ り
,

以 下 の 二 点 を 分析対象と し て 選択 し た｡

『カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園 に よせ て (1 85 1)』 カ イ ゼ

ル ス ウ ェ ル ト学園の 施設見学後,
そ の 施設 で 行 わ れ て い

る 実践を と お し て
, 看護 に つ い て 初 め て 述 べ た著述 で あ

る ｡ 彼女自身 は患者 へ の 看護 を体験 して い な い ｡

『病院監督 か ら貴婦人委員会 へ の 季刊報告 (1 8 53 -

1 85 4)』 当時 ロ ン ド ン の - - レ イ 街 に あ っ た 淑女病院 の

運営 を任 さ れ
, 経営主体 で あ る貴婦人委員会 に 3 カ 月毎

に 提出 し た報告書 で , 彼女 が こ の 施設 で 行 っ た看護実践

に 関す る著述 で あ る ｡ 看護職 と し て 初め て 患者 に 直接関

わ っ た体験 を述 べ た もの と し て 位置づ け られ る｡

2 ) 研究方法

(1) F . ナ イ チ ン ゲ ー ル の 実践 に お け る論 理 構造 の 把

握

『カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト 学園 に よせ て』 と 『病院監督 か

ら貴婦人委員会 へ の 季刊報告』 を そ れ ぞ れ 精読 し, 看護

技術 と看護技術 の 概念 を導く, す べ て の 事象 に 関係す る

記述 を K e y s e n t e n c e s と し て 選択する｡ そ れ ぞ れ の K e y

s e n t e n c e s を も と に , ま と ま り ご と の 論 理 構造図 を 作成

する｡
こ の 論理 構造図を手 が か り に

, 性質 の 異 な る 看護

技術を 内包す る事象 を選 び 出す｡

(2) F . ナ イ チ ン ゲ ー ル の 実践 に お け る 看護技術 の 立

体像の 分析

各事象 ご と に ① F
. ナ イ チ ン ゲ ー ル の 事象 に 対す る 認

識を 示す表現 を記述する｡ ②①か ら,
そ の 時形成さ れ て

い た 像 と, そ の 像 を形成さ せ た体験 を観念的に 追体験す

る｡ そ し て
, 看護

一

般論 に 基 づ き事象 の 構造 と 看護 の 論

理 お よ び, そ の 認識を 形成 させ た
一

般論 と の 連関 を看護

技術 の 立体像 と して 論述す る｡

(3) F . ナ イ チ ン ゲ ー ル の 看護技術 に 関す る 認識 の 特

敬

看護技術の 構造,
つ ま り看護観 と そ の 表現 と い う 観点

か ら
, 各事象 に 対する F

.
ナ イ チ ン ゲ ー ル の 認識 の 特徴

を 論述す る｡

(4) F . ナ イ チ ン ゲ ー ル に お ける 看護技術論 の 形成 過

程の 分析

看護技術 に 対す る認識 の 経時的変化 か ら,
そ の 認識 の

形成過程 の 特徴 を 論述 し,
こ の 認識 の 形成過程 に 影響 を

与 え た と推測さ れ る F
. ナ イ チ ン ゲ ー ル の 体験 を

, 諸文

献 に 基 づ い て 考察 し,
F

. ナ イ チ ン ゲ ー ル に お け る 看護

技術論 の 形成過程 を 明ら か に する ｡

5
. 結 果

(1) 看護技術 と看護技術 の 概念 を導く , 全 て の 事象 に

関係す る K e y s e n t e n c e s は
, 『カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園

に よせ て』 か ら53 , 『病院監督 か ら貴婦人委員会 へ の 季

刊報告』 第 1 回季刊報告書か ら3 5
, 第 2 回季刊報告書 か

ら44 , 第 3 回季刊報告書か ら2 5
, 第 4 回季刊報告書 か ら
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, 得 られ た｡ 次 に , 得 られ た K e y s e n t e n c e s か ら計 5

枚 の 論理 構造図 を作成 した｡ 本稿 で は紙面 の 都合上省略

する｡

作成 した 論理 構造図 か ら性質 の 異 な る看護技術 を 内包

する事象と し て
, 以下 の1 0事象 を選 び 出し た｡

『カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園 に よせ て』

｢夜間の 看護｣ ｢ 子供 た ち へ の 関わ り｣ ｢ 訪問看護｣ ｢ フ

リ ー ドナ ー 牧師 の 指導｣ ｢ カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト 学園 に い

る 人々 の 態度｣

『病院監督か ら貴婦人委員会 へ の 季刊報告』

｢ 病院運営｣ ｢ 入院患者 の 概要｣ ｢ 病院監督就任半年後 の

入院患者 に つ い て の 結論｣ ｢ 患者 に と っ て の 医療 の 意味｣

｢ 身体 とJL ､ と 生活を 同時 に 支 え る 看護｣

(2) 各事象 ごと に ① F . ナ イ チ ン ゲ ー ル の 事象 に 対す

る 認識を 示す表現 を記述する ｡ ②①か ら
, 看護

一

般論 に

基 づ き事象 の 構造 と看護 の 論理 お よ び, そ の 認識 を形成

さ せ た
一

般論 と の 連関を
, 看護技術 の 立体像 と し て 論述

した ｡ 結果 の
一

部 を以 下 に 示す｡

｢ 夜間の 看護｣

①事象 に 対す る認識 を示す表現

夜間の 看護 は勤務 の シ フ ト が 組 ま れ
,

シ ス タ ー は無 理

な く勤務 に 臨 め る体制 に な っ て い る｡ 1 時間毎 に 当直の

シ ス タ ー が ベ
ッ ド サ イ ドを 巡回す る｡ こ う し て 危険で は

な い 患者 の 細 々 し た要求 や 訴え に
, 病棟 シ ス タ ー を起 こ

す こ と な く 応 え ら れ る｡

②看護技術 の 立体像

こ の 記述 の 看護 の 対象者 は危険 で は な い 患者 と あり,

夜間 つ き っ き り の 観察 や処置 は必要 と し な い 状態 と い え

る｡ と こ ろ で 人間 に と っ て 夜間 は休息の 時間 で あ り
, 休

息 の 妨げを 最小限 に す る こ と が 回復過程の 促進 に つ な が

る｡ しか し人間 は夜間 で あ っ て も
, 排滑や 飲水 の 欲求 が

生 じれ ば , そ れ を満 た し
, 体位 や 寝具を 整え る と い っ た

こ と を 行 っ て い る｡ こ れ ら を患者 は自分で 行な お う と し

て も
,

病気が 身体 を消耗 さ せ生命力が 小さ くな っ て い る

た め
, 休息 して い る状態 か ら

,
起 き て 行動 し よ う とす る

こ と
＼

は, 健康人 と は比較 に な ら な い よう な
,

さ ら な
,
る生

命力の 消耗 を 引 き起 こす こ と に な る｡ ま た こ の よ う な患

者 が, 世話 を 受 け よ う とす る 時に は
, 眠 っ て い る人を 起

こ し煩 わ せ る こ と に な る の で
,

人 を 呼ぶ に 値す る用事か

と考 え
, 我慢 した り, 人 を呼 ぶ 場合 で も

, 恐縮 して 世話

を お願 い する こ と に な る｡ そ の よ う な患者 の ベ
ッ ドサ イ

ド に , 1 時間 ごと の 巡回 で 定期的に 当直が訪 れ る と い う

こ と は
, 世話 を受 けて 要求が 満 た さ れ る と い う ニ ー ズの

充足 と
,

当直 シ ス タ ー が 釆て く れ る と わ か っ て い る こ と
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が もた らす安JL ､ 感 を与 え られ て い る こ と を意味する｡ つ

ま り
, 夜間 の 患者 の 生活調整 は

, 看護
一

般 に 照 ら した 時

に
,

患者 の 生命力 の 消耗 を少 な く して い る実践と と ら え

られ
,

こ の 勤務 の シ フ ト と そ こ で 行 わ れ て い る看護の 実

際 に
,

生活時間帯 の 特殊性 を ふ ま え た関 わ り を実現する

と い う看護 の 論理 を認 め る こ と が で き る｡

以上 の 分析 を他 の 9 事象 に つ い て も同様 に 行 っ た o

( 詳細 は博士学位論文 『F . ナ イ チ ン ゲ
ー ル に お ける 看護

技術論 の 形成過程 に 関する研究』 1 0 - 2 4 参照)

(3) F . ナイ チ ン ゲ ー ル の 看護技術 に 関す る認識 の 特

敬

看護技術 の 構造 っ ま り看護観 と そ の 表現 と い う 観点 か

ら
, 各事象 に 対す る F . ナ イ チ ン ゲ

ー

ル の 認識 の 特徴 を

以 下 に 述 べ る｡

｢ 夜間 の 看護｣ で は
, 看護者 は当直 シ ス タ

ー

で あり,

F . ナ イ チ ン ゲ ー ル はそ の 看護 を観察す る 立場 に あ る ｡

F . ナ イ チ ン ゲ
ー

ル の 認識 に は, 患者 は 危険 な状態 で は

な い が
, 夜間 に こ ま ごま し た要求 や訴 え が ある と い う点

で 他人 の 援助 を必要 と する対象 と して 存在する ｡ 看護者

が 要求 や訴 え に 応 え
, 患者 と看護者 と の 間 の 援助関係 が

成立 し て い る｡ こ れ を夜間の 看護 と 呼ん で い る 事か ら,

彼女 は患者 と看護者 の 間の 援助関係 を 看護と 認識 して い

た こ と が わか る｡ ま た看護者 で あ る 当直 シ ス タ ー の 行為

は患者 の ニ ー

ズ を 満 た す行為 と し て 肯定 して い る｡ し か

し
, 対象 で ある 患者 の ニ

ー

ズ を ｢ 細 々 し た要求や訴 え｣

と述 べ
,

ニ ー ズが 発生す る対象 の 構造 や 看護者の 行為 の

意味 に つ い て は言及 し て い な い ｡ 以上 よ り ,
F

. ナ イ チ

ン ゲ
ー ル の こ の 事象 に お け る看護観 と そ の 表現 に 対す る

認識 は
, 対象 の ニ ー

ズ の 存在 と
,

ニ ー ズ を 満た すそ う と

する看護者 の 表現 を と ら え て い る こ と か ら, 患者看護者

関係 の 成立,
つ ま り 看護過程が 反映 し て い る と と ら え る

こ と が で き る｡ しか し対象や 看護過程 の 構造 に は言及 し

て い な い｡ そ こ で
,

こ の 事象 を看護
一

般論 に 照 らす と,

夜間と い う特殊 な生活時間帯 に お け る生命力 の 消耗 を発

見する看護 の 論 理 を 認め る こ と は で き る が ,
F

. ナ イ チ

ン ゲ
ー

ル はそ の 現象像に 注目 して い る こと が明らかと な っ

た｡

｢ 子供 た ち へ の 関わ り｣ で は,
シ ス タ ー と子供達と の

関 わ り を とり あ げて お り,
こ の 事象 に お い て も F . ナ イ

チ ン ゲ
ー ル は観察者 の 立場 に あ る｡ 彼女 の 認識 に は

, 子

供 の ほ とん ど は腺病質 だ が
, 庭 で 遊 ぶ の が 好 きで

, 書物

を読ん で もら い
, 教化 を受 け成長 して い く 対象と して 存

在す る｡

一

方 , 関 わ る シ ス タ ー の 本 の 読み 方 に 注目 し
,

読み 聞か せ る の で は なく, 語 り 聞か せ
, 子供の 心 に入 り



教化 し よう と して 努力 し
,

そ れ が子供 の 認識 の 形成 ･ 発

展 を 促 して い る と し て 肯定する｡
つ ま り, 虚弱体質 と い

う 子供 の 身体 の 特殊性 を と ら え つ つ
, そ の 発達段階 に ふ

さ わ し い 欲求 と成長課題 を
,

対象 の 構造 と し て と ら え て

い る｡ そ して 関 わ る人間の
,

表現と そ の 時 の 思 い を読 み

と り, 表現 の 善 し悪 しの 判断を , 対象 で あ る子供 の 構造

に 即 し た関わ り と し て 評価 して い た こ とが わ か る｡ 以 上

より,
F

.
ナ イ チ ン ゲ ー ル の こ の 事象 に お け る 看護観 と

そ の 表現 に 対する認識 は, 対象で あ る子供 の 構造 と
, 対

象 の 構造 を反映 して い る 看護者の 認識 と そ の 表現 の 構造

杏,
二 重構造 と して 反映 して い た と と ら え る こ と が で き

る｡ こ れ ら を看護
一

般論 に 照 ら し た時 に
, 子供 の 生命力

の 拡大に つ な が る もの を発見 し, 子供 の 認識 の 形成 ･ 発

展 を 促すと い う 看護 の 論理 を,
F

. ナ イ チ ン ゲ
ー ル の 認

識 の う ち に認 め る こ とが で き た｡ すな わ ち看護 の 間接的

立場か ら現象 を 観察 し
, 構造 を と ら え て い た F

.
ナ イ チ

ン ゲ
ー ル の 認識か ら

, 看護
一

般論 に つ な が る 看護の 論理

を 見 い だ せ る こ と が 明ら か と な っ た｡ つ ま り F
.

ナ イ チ

ン ゲ
- ル の 認識 に 看護 に つ い て の

一

般的な 像の 形成 は認

め ら れ な い が
,

こ の 事象 か ら は人間の 成長
一

般 の 像 を抽

象的段階 に 据 え て
, 現象像 と表象像を 描 い て い た と い う

こ と
, す な わ ち事象 の 立体的な構造を 反映 し た立体像 を

形成 し て い た こ と を認 め る こ と が で き た｡

こ の ほ か の 事象 か ら
, 彼女が と らえ た対象 は

, 患者 を

含 め
, 学園に 居住す る人々 す べ て で あ り, 関 わ る人 は前

述 した 人々 以外 に
, 中心 的 な存在 で あ る フ リ

ー

ド ナ ー

牧

師, 看護婦に な ろう とする女性, 監督 シ ス タ ー

, 教区デ ィ
ー

コ ネ ス で あ っ た｡ F . ナ イ チ ン ゲ ー ル は 見学体験 を と お

し て
, す べ て の 人 々 に 共通 した道徳的雰囲気を感 じとり,

そ の 精神 を導 い て い る の は学園を創設 し た フ リ ー

ド ナ
ー

牧師の 生活態度 や 指導過程 に あ る と 注目 し た｡ F . ナ イ

チ ン ゲ
ー ル が と らえ た 牧師の 認識 と そ の 表現 の 特徴 は

,

相手 の 認識 に 対象像が ど の よう に 描 か れ て い る の か を 浮

き 彫り に し よ う と 相手 に 問 い か け,
そ こ に 牧師自身が 措

く対象像を 重ね て み せ
, そ こ に 潜 む事象 の 論 理 を 抽 き 出

す思考過程を 意識的 に 表現する こ と と らえ られ た ｡ こ こ

に 精神 の 交流 を は か る と い う論 理 を 認 め る こ と が で き

る｡

一

方 ,
F . ナ イ チ ン ゲ ー ル 自身 は 対象認識 と そ の 表現

の 普遍的あ り方 を
,

以 下 の よう に 考え て い る こ と を
, 著

述
3 )

の 中で 述 べ て い る｡ 自然界 に は神 の 定め る 法則が あ

り,
そ れ は神 の 御意志の 現れ で

,
こ の 神 の 御意志 を追求

し よう と する こ と が , 結果 と し て 人間 に 神 の 定 め た 法則

を 発見さ せ る こ と に な る｡ F
.

ナ イ チ ン ゲ
ー ル の 認識 に

は
, 最 も抽象的 な段階 に 完全 な る神 が位置づ け られ

, 彼

女自身 も含 め て 不完全 な人間が
, 対象 を認識する に は

,

観念的追体験 に よ っ て 完全な る神 の 御意志,
つ ま り法則

を 求 め て 実践す る こ と で あ る と信 じ て い た ｡ F . ナ イ チ

ン ゲ ー ル は フ リ ー ドナ ー 牧師 の 実践 が
, 自分と 同じ世界

観 に 基づ く理 想的世界の 実現 と し て 認識 して い た｡ こ の

世界観 は観念論 で あ り , 事物 の 存在 に 観念 を排除 し法則

性 を追究 し よ う と する 科学観 に 対立す る ｡ し か し
,

F .

ナイ チ ン ゲ ー ル の 世界観か ら神 を棚上げすれ ば
, 自然界

の 法則 を追究 しよ う とす る F
.

ナ イ チ ン ゲ
ー ル の 姿勢 は

,

科学す る姿勢 と 一

致す る と認 め る こ と が で き た｡

次 に , 病院監督 を し た時 の 報告書 か ら得 ら れ た事象 に

っ い て 概括する｡ 就任直後 は
, 生活 ･ 病床環境 の 創出と

維持 の た め の 人的 ･ 経済的管 理 に腐心 した｡ 報告書か ら,
-

こ の 実践 に お い て
,

F
.

ナ イ チ ン ゲ
ー ル に は 当初 か ら

,

患者個 々 の 生活 と
, 生活 の 場 と して の 病院 を対象 に

, 安

全 ･ 安楽 ･ 清潔 ･ 補修 ･ 管 理 と
,

それ を実現する た め の

経済 ･ 労働の 連関が 像 と し て 形成さ れ て い た｡ 貴婦人達

に こ の 直接的 な実践活動 に つ い て 報告す る こ と を と お し

て
,

実践か ら抽 き 出さ れ て くる 看護 の 論理 を た ど らせ ,

F . ナ イ チ ン ゲ ー ル 白身 の 要求 を 実現 し て い く 過程 そ の

も の が , 自己の 看護観 を 表現 し て い く過程 と して と ら え

られ た ｡ 以上 よ り生活環境 の 整備 と そ の 継続的管理 と い

う 看護の 論理 を認 め る こ と が で き た｡

1 年間 の 患者報告 の 推移か ら
,

F . ナ イ チ ン ゲ ー ル が

初期 に は
一

般的な世話か ら始 め
, 対象 の 個別 な言動 を観

察 し
,

病院や看護が そ の 患者 に どの よう な変化 を も た ら

し て い る の か を 分析 し て
, 実践の 方向性 を定 め実践 して

い る こ と が 明 らか と な っ た｡ こ の 対象認識 と そ の 表現の

過程 は
,

看護過程展開の 技術そ の もの で あ る｡ こ の 実践

の 結果, 医療処置 が必要 な 患者が 最少期間入院 し
,

退院

後の 生活 の 様子 か ら, 患者 に 生き よ う と する 積極的な 姿

勢が 根 づ い て い る こ と が 認 め ら れ た｡ と い う こ と は
,

F .

ナ イ チ ン ゲ ー ル の 描く 病院 や看護 の 役割 が 実現 し て い る

こ と で あ り, 患者 - の 看護 に お い て も
, 自身の 認識 を表

現 し え た こ と が 明 らか と な っ た｡

各事象を 看護
一

般論 に 照 ら し
, 得 られた 看護の 論理 は,

特殊 な 生活過程 を み て と り患者 に は た ら きか け る
, 身体

と 心と 生活 を同時 に 支 え る 看護,
患者 の 閲JL ､ を生 き る こ

と の 実現 に 向 け る
, 患者 に と っ て の 医療 と看護 の 役割 の

実現, で あ っ た｡ こ れ ら全て の 事象 に お い て F . ナ イ チ

ン ゲ ー ル は
, 患者, 看護者, 医療者,

患者 を取り巻く人々
,

病院 病院 で 働く人 々
, 病院 の 経営主体,

患者 が 生活す

る社会 を対象 と して
, 看護 を実現す る こ と に 照 ら して

,

そ れ ぞ れ の 対象 に 現れ た事実 を見 て 構造 を と らえ , 判断

し行動 し て い る こ と を認 め る こ と が で き た｡ こ の 判断 を
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導 い た 看護を 実現す ると い う認識に は, 健康観
･ 生活観 ･

人間観 ･ 自然観 に 基 づ く看護 に つ い て の 一

般的 な像 を抽

象的段階に 据え て
, 現象像 と そ の 表象像 を 構成す る

,

看護実践 を 導く立体像 で あ る こ と を認 め る こ と が で き

た｡

6 . 考 察

F . ナ イ チ ン ゲ
ー

ル は ,
カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園 の 見

学 か ら病院監督ま で の 3 年 に 満 た な い 期間 に
,

なぜ 看護

技術 の 立体像を 形成 し得 たの か
, 看護技術論 は彼女 に と っ

て ど の よ う な 役割 を果 た し た の か を 考察す る｡

F . ナ イ チ ン ゲ
ー

ル は , 間接的 な 看護体験 で は
, 神 を

抽象像 に 位置づ け, 事象 の 立体的な 構造を 把握 し
, 人間

を対象 と する技術の 表象像 を形成 した｡ 初め て の 直接的

な看護体験 で は
, 看護 に つ い て の

一

般的な 像を 抽象像 に

位置 づ け
, 看護技術の 立体像 を描 い て 実践 に 臨み

, 意識

的 に 適用 し て 看護 の 論理 を抽 き 出し
, 表象像を 得た ｡ こ

の 看護 の 論理 は
, 看護を 知 ら な い 貴婦人 た ち を 動か す普

遍性 を も ち
,

そ の よ う に 看護 の 論理 を自在 に 操 る 彼女 に

は
,
｢ 看護 の 論理｣ は ｢ 実践 に 適用す る た め に｣ あ る と

い う 明瞭 な目的意識 が 認 め られ る｡ つ ま り F . ナ イ チ ン

ゲ
ー ル は看護実践 に お い て

, 事象 か ら客観的法則性 を 抽

出 し
,

そ れ を意識的 に 適用 し て い た こ と が 明 らか と な っ

た｡ そ れ で は
, 彼女 は看護技術論 を認識 し て い た の だ ろ

う か ｡ 彼女 は実践 か ら抽き出 し た看護 の 論 理 を
, ｢ 看護

の 論理｣ は ｢ 実践 に 適用す る た め に｣ あ る と い う 明瞭な

目的意識 に 位置づ け, 認識 して い た と前述 し た｡ こ の こ

と は, 看護 に つ い て の
一

般的な 像が 実践 へ の 適用 と い う

目的意識を 備 え た抽象像 と して 描か れ て い た こ と を意味

する もの で あ る｡ こ れ は看護 一

般 と そ の 実現 を目的 に 据

え た看護技術 の 立体像 の 認識 で あ り
,

つ ま り F
.

ナ イ チ

ン ゲ
ー

ル は看護技術論 を把握 して い た こ と の 証 し で あ る

と考 え ら れ る｡ カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園で は
, 彼女自身

の 実践活動 は な か っ たが
,

フ リ ー

ド ナ
ー

牧師た ち の 実践

か ら, 彼等 の 認識 と 表現 の 連関 を と ら え
, 論 理 を抽 き 出

して い た｡ こ の 論 理 を 抽 き 出し得 た の は
, 人間が対象 を

認識す る に は, 観念的追体験 に よ っ て 完全 な る神 の 御意

志,
つ ま り神 の 定 め る 法則 を求 め実践す る こ と で あ る と

い う , 抽象像 を描 い て い た か ら で あ る｡ こ の こ と か ら,

F
.

ナ イ チ ン ゲ - ル は人間 を対象 と す る 技術 を立体像 と

して 認識 して い た こ と が 明 らか と な っ た｡ これ ら の 認識

活動 を 一

貫 して 支 え た頭脳 は
, 時を 遡 り,

そ の 生活過程

に お い て 発達 し た こ と が推測 さ れ る｡ そ こ で 彼女の 思考

過程 の 特徴を 求め
, 文献 を調 べ た結果 , 青年期の 頃の 彼

女 の 友人 に あ て た手紙 に そ の 特徴 が 明瞭 に 現 さ れ て い
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た｡

｢ こ の ま ま で は, リ ネ ン 類 と ガ ラ ス 食器 に 埋もれ て し

ま い そ う で す｡ もち ろん 家事 は嫌 い で は あり ま せ ん ｡ 教

育程度 の 総 じ て 高 い
,

そ れ で い て 活動領域 の 狭 い 現代 に

あ っ て は, 少 なく と も家事 は 理論 を実地 に 活用する , よ

い 機会 と も い え ます｡ で も使 い 方 の 見当さ え っ か な い よ

う な
, 実用 よ り装飾用 に ふ さ わ しい

, 凝 っ た台所用品の

リ ス ト を 作 り なが ら
, 筆者 は 自問せ ずに は い られ な い の

で す｡ も の の よく わ か っ て い る人 た ち は, 本当に こ う し

た もの を欲 して い るの だ ろ う か ? こ ん な に た くさ ん の 陶

器, リ ネ ン
, ガ ラ ス 器が

, 人類 の 進歩 に 果 た して 必要 な

の だ ろ う か ? 仕事を あ て が う た め に 願望 の 対象 を発明

する な ん て ,
こ れ がま っ とう な経済学と い え るだ ろうか ?

現代 に お い て は, 消費さ れ る労力 の す べ て が再生産 の 原

動力 に な る べ き で はな い だ ろ うか ? ま あ,
こ う い っ た

た ぐい の 数 々 の 疑問で す｡ ｣
4 )

こ の 当時, 既 に 彼女 は ｢ 理論 を実地 に 活用｣ する こ

と を認 め
,
｢ 人類 の 進歩｣ に 照 ら して 所蔵品 の 存在 の 意

味 を問 い
,

こ の 現実 に 認 め た 事実 を
, ｢ ま っ と う な経済

学｣ に 照 ら し, ｢ 消費さ れ る労力 の す べ て が 再生産 の 原

動力 に な る べ き で あ る｣ と い う 経済論理 を っ か ん で い た｡

す なわ ち自分 の 体験 や現実世界の 事実を 事象 と して と ら

え ,

一

般論 に 照 ら し て 認識 し よう と する
, 科学的 な思考

過程が 認 め ら れ た｡ こ の 認識活動が 家事労働 の 中で 行わ

れ て い た と い う事実 か ら
, 彼女 の 日 常的な 認識活動の 特

徴と して 注目す る こ とが で きる｡ つ ま り, 彼女の 看護体

験以前 の 認識 の 特徴 と は
, 科学的な思考過程 と , 日 常的

に 人間の 存在や 人類 に と っ て の 学問の 意味を 問う と い っ

た, 抽象度 の 高 い 抽象像 を描 い て い た こ と で あ る｡ こ の

認識活動 が
, 自己の 体験か ら看護 の

一

般的な像 を 自力 で

形成 さ せ
, 看護技術論 を も形成 させ 得 た と考 え ら れ る｡

F
. ナ イ チ ン ゲ ー ル は病院監督 に 就任 し, 病院道営 が

軌道 に の る こ と と逆行 し て 彼女 の 病院 へ の 関心 が薄 れ つ

つ あ っ た｡ そ の 一

方 で 英国の 社会情勢 は 急転 し た ｡ 『第

3 回季刊報告書』 が提出さ れ る 前 に
, 英 ･ 仏軍 の ロ シ ア

へ の 侵攻が は じ まり, 最終季刊報告が提出され た頃に は,

英軍の 医療体制 の 不備が 英国陸軍兵士 の 惨状 を招 い て い

る と次 々 に 報道 され
, 非難 が政府 に集中 した｡ こ の 時,

彼女 はあ る 貴婦人か ら の 支援 の 申し 出を受 け, 自 ら監督

官 と し て 看護婦団を 編成 し
, 現地 に 赴 こ う と準備を進 め

た｡ 病院監督を 辞任す る た め に
, 友人 で あ る リ ズ ･ ハ ー

バ ー

ト に 貴婦人委員会 へ の 根回 し を依頼す る
一

方 で , 彼

女 の 夫 で あ る戦時大臣 シ ド ニ
ー

･ ハ
ー バ ー

ト に 計画 を打

ち明 け る手紙 を 出 した｡ と こ ろが そ の 手紙 と は入 れ違 い

に , 彼か ら看護婦団を 率い 現地 に 赴く こ と を正式要請す



る手紙 が届 い た｡ F . ナイ チ ン ゲ ー ル は1 週間弱 の 間 に ,

看護婦40 人 を 採用 し
,

全員 の 旅行 の 準備 を と と の え , す

べ て の 仕事 を 終わ らせ ス ク タ リ に 向か っ た｡
ス ク ク リ で

の F . ナ イ チ ン ゲ ー ル は
, 看護を 実現す る た め に , 陸軍

上層部 と の 駆 け引 き と
, 物資 の 調達, 病院環境 の 衛生改

革, 兵士 を含 む 看護者 と し て 働く 人 々 の 看護管理 を行 っ

ヽ

た｡ 様 々 な事情が か ら み
, 複雑で 巨大な規模 の 実践 で あ っ

た が
,

一

つ
一

つ を 詳 しく み る と, 病院監督 の~時 に な され

た実践 と論 理 的 に は共通 し て い た｡
こ の こ と か ら

,
ス ク

タ リ で の 実践を 導 い た の は
, 病院監督 と して 看護実践 を

体験 し た と き に 形成 され た像 で あ り
,

こ の 像 は看護技術

論 を適用 した 看護実践が 形成 させ た と考 え られ る｡ さ ら

に 遡 る と
, 病院監督 の 実践 に 彼女 を導 い た の は

, 看護の

一

般的な像 を 形成さ せ た カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト 学園 で の 看

護研修 で あ り
,

そ の 看護研修 へ と彼女を駆 り立 て た の は,

そ れ に 先立 っ カ イ ゼ ル ス ウ ェ ル ト学園 の 見学 で あ っ た｡

こ の 認識 と 実践の 連続性 が, 彼女 の 看護実践 を 可能 に し

た と考 え る ｡

ス ク タ リ か ら帰国 し た彼女 は執筆活動 に 取 り 組み , 莱

国陸軍 と 陸軍が 駐屯す るイ ン ド の 衛生問題 に つ い て , 膨

大 な調査報告と そ の 改革 の 提言 を 行 な っ た ｡ そ の
一

方

で
, 看護

一

般論を
, 最初 はす べ て の 女性 に 向 け て

5 )
, 吹

い で 看護婦 に 向 けて
6)

, そ して そ の 翌年 に は労働者 に 向

けて
7 )

出版 し た｡ そ の 背景 に は彼女の 過去 の す べ て の 看

護実践体験が 存在 し
,

そ の 実践 の 認識 が , 彼女 の 認識 に

英国陸軍の 衛生改革, そ し て
一 般国民 の 健康 の 実現 と い

う 人生最大 の 目標 を抱 か せ
,

こ の 目標 を 抽象像 に 据 え た

立体像 が実現可能 な こ と と して 認識 さ れ , そ れ が著作 と

し て 表現 さ れ た の だ と考 え る ｡

以 上 よ り
, 本研究 で 明 らか に な っ た F . ナ イ チ ン ゲ ー

ル に お け る看護技術論 の 形成過程 に つ い て 述 べ る｡

1 ) 見学体験 で は
, 看護 に つ い て の

一

般的な像 の 形成 は

認 め ら れ な か っ た｡ こ の 時, 人間 と は完全 な る 神の 定め

る法則 を求 め 実践す る存在 と と ら え,
こ の 抽象像 に 照 ら

し て 見学 した 看護実践 の 意味 を探 り, 人間を 対象と す る

実践 に 共通す る表象像 を描 き, 技術 を立体像と して 認識

して い た｡

2 ) 病院監督 の 時 に は看護 に つ い て の
一

般的 な像 を形成

し
,

実践を 展開 し た｡

3 ) 直接的 な看護体験 で は, 看護 の
一

般的な 像 を意識的

に 適用 して 看護技術 の 表象像を 得て
,

そ の 認識 を
, 次 の

実践 に 適用 し て い た｡ こ の こ と か ら,
こ の 時す で に 看護

技術 の 立体像 を形成 して お り , 意識的 に 実践 に 適用する

と い う看護技術論 の 形成を も認め られ た｡

4 ) 看護技術 の 表象像 (看護の 論理) と し て
, ｢ 特殊 な

生活過程 を み て とり患者 に 働 きか け る｣ ｢ 身体 とJL ､ と 生

活 を 同時 に 支 え る｣ ｢ 相手 の 認識 の 形成 ･ 発展 を 促す｣

｢ 精神 の 交流 を はか る｣ ｢ 患者の 関心 を人間と して 生 き る

こ と の 実現 に 向 け る｣ ｢ 患者 に と っ て の 医療 と 看護 の 役

割 の 実現｣ ｢ 生活環境 の 整備 と そ の 継続的管 理｣ が 抽 き

出さ れ た｡

5 ) こ の 段階 の 看護技術論 が
,

ス ク クリ で の 実践を導き
,

彼女 を実践家 と し て 飛躍的 に 発展 させ た｡ こ の 体験を 経

て
, 後 に 『看護覚 え書』 に 提示さ れ た

, 看護
一

般 に 結実

する認識 が 形成 さ れ た｡

7 . 結 論

抽象像 に 導か れ た実践 が, 技術の 立体像 の 形成 を 促 し

た｡ こ の 立体像 を看護実践 に 意識的 に 適用す る と い う 認

識 が, 看護技術 の 立体像 の 形成と 同時進行 で , 次 の 看護

実践 へ の 適用 を促 し た｡ こ の 認識と 実践 の 連続性 の う ち

に , 看護技術論 を基礎 と する 看護者 と し て の 発展 の 構造

が 明ら か と な っ た｡

8 . お わ り に

本研究 は以 上 の よ う に , 看護
一

般 を 明 ら か に し た F .

ナ イ チ ン ゲ ー ル が , 看護職 と して の 初期 に , 看護技術論

を形成 し て い た こ と を 明ら か に した ｡ 今後 は, 現代 に お

け る看護者 の 看護技術論 の 形成の 実態 を明 ら か に し, 香

護実践 を 向上す る要因 と の 関係を 究明す る こ と と, 教育

実践の 場 で
,

こ の 認識活動 を 意識的 に 適用する こ と で ,

学習者 の 認識 に ど の よ う な 変化 を もた ら す こ と が で き る

の か を明 ら か に する こ と が 課題 で あ る｡

本研究 を ま と め る に あ た り ご指導 い た だ い た 元千葉大

学看護学部薄井坦子教授, 千葉大学看護学部石川稔生教

撹, 杉森 み ど里 教授 に 心か ら感謝する｡

本論文 は博士学位論文 (看護学, 千葉大学) の
一

部 で

あ る｡
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c o g n iti o n f o r p r o f e s si o n a l n u r s l n g a n d i n t e n ti o n a ll y p e rf o r m n u r s l n g l e d b y it . T h a t s h o w e d sh e

h a d t h e id e a o f n u r s l n g t e c h n o l o g y a t t h i s ti m e .

T h e s e fi n di n g s s u g g e st t h a t t h e r e w a s t h e r e c l p r O C al p r o c es s ･b e t w e e n f o r m l n g h e r c o g n iti o n f o r

p r o f e s si o n a l n u r s l n g a n d p e rf o r m l n g i n t e n ti o n al n u r s l n g l e d b y it . I t s h o w s t h e s t r u c t u r e f o r

a c q u l r l n g t h e abilit y o f e x p e r t n u r s e b a s e d o n t h e id e a of n u r s l n g t e c h n o l o g y .
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