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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Abstract

　The　image　of 　nurses 　in　Japan 　essentially 　has　not 　changed 　in　over 　50　years．　While　the　health　care 　system

has　changed 　technologically，　the　public　image　of　a　traditiona王nurse 　still　remains 　one 　of　a　woman 　wearing

awhite 　 nurse
’
s　unifor 皿 and 　 a　 cap ．

　The　expanding 　need 　for　more 　nursing 　services 　and 　a 　broader　field　of 　practice　necessitates 　a　shift 　from
the　traditional　image．
The　purpose　 of 　this　study 　was 　to　review 　the　current

‘‘
fixed　image

”
of 　 nurses 　in　Japan

，
　 and 　to　 analyze

factors　that　 may 　influence　the　future　reformation 　 of 　this　image．　 Many 　 complex
，
　 contributing 　factors

were 　discovered．　 Social　change ，　feminism，　a　shifting 　role 　of　women 　in　society 　and 　in　health　care　appear

to　be　influencing　reform ．　 Early　 similarities 　clearly 　exist 　if　comparing 　the　 nursing 　image 　revolution 　ill　the
USA 　to　that　of 　Japan　today ．

Key 　words ： Image （イ メ ージ），　 Influence（影響），　 Primary 　factor（要因 ），　 Nurse
’
s　uniform 　and 　cap （自衣 とキャ ッ プ），

　　　　　Structure（構造）

は じめに

　戦後50年を経た い ま，高齢化，疾病構造 の 変化 に 伴

い
， 看護を提供す る場が 医療機関か ら在宅へ と拡大し，

看護職の 役割や機能 も多様な様相を呈 して きた 。 今後，

ますます多様 な 看護 サ
ービ ス の ニ ーズが高ま る中 で，

看護職は看護独自の 専門性をより正確 に，わか りや す

く，ひ とびとに伝達 して い く必要が あ る と思 わ れ る。

　
一

般的 に わが 国 の 看護婦 イ メ
ージ と い え ば

“
病院 で

白衣
”

を着 て はた らい て い る人，白衣を着用 して い れ

ば看護婦とい っ た ワ ン ・パ ターン 的な認 識 が あ ろ う。

また，望 ま しい と され る看護婦像，役割 ・期待にっ い

て も，優 しい，清純，聖職，奉仕的，医師 に た い して

従順と い っ た ス テ レ オ タイ プ的な イ メージが根強く残 っ

て お り，専門職 と して 自立的，積極的 と い っ た イ メ
ー

ジ で 描かれ る こ とは少な い ％
一
方，看護を提供す る

場や役割の 変化と と もに，白衣を着用 して い な い 看護

婦が看護サ
ービ ス を提供す る こ と も珍しい こ と で は な

くな りっ っ あ る 。 しか し，今 な お，画
一

的な イ メ
ージ

か らの 変容の 兆 し は見 え に くい
。

　イ メ
ージ は，心理学的 ・ 社会学的な概念をもち，他

者 と の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に 重要 な 役割を は た す と い

わ れて い る
2｝

。 他者との 関わりを重要な役割 ・機能 と

考え て い る看護職に と っ て ， 看護婦の イ メ
ージ が固定

化 さ れ て い る状況 は，看護 の専門性の 認知 ・理解を 図

る うえ で少なからず影響を及ぼ して い るとも考えられ

る 。

　以上 に よ り，本研究で は先ず看護婦 の固定化され て

い る イ メ ージ形成 に 影響を及 ぼ す要因を構造的 に 分析

し，そ の 問題 の 所在を明らか に す る こ とを目的と した 。

研究方法

イ メ
ージ に つ い て の 研究 は，イ メ

ージ そ の もの が 概
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念的構造的規則で は割 り切れ な い 含蓄的 な意味を描 き

だ し， さ らに 本質的 な もの を直観す る媒介 ともな る
3 ）

と あ る通 り，定義 な どに 関 して 明確 に で き に く い 難 し

い 面があ る こ との限界を踏ま え て 検討 した。

　本研究に おけるイメ ージ につ い て

　 1 − 1）概念 ・枠組み の 検討

　　
一2）わ が 国の 看護婦の イ メ

ージ成因に関す る検討

を 行 い，次 い で
， 看護婦の イ メ ージ に関する研究 の 文

献検討を 日米の 比較をま じえ て 行 っ た 。

　 2 − 1） 日本 に おける看護婦 の イ メージ研究に関して

　　
一2 ）

1
米国に お け る看護婦の イ メ

ージ研究 に 関 して

　　 2 にっ い て の 考察を経て ，現在，わ が 国 の 看護婦

　の イ メ
ージ にっ い て パ ス 解析等の多変量解析を用 い

　た 調査 を実施中 で あ る 。 調査 に関 して の 報告は次 の

　機会と して い る 。

結　　果

1．イ メージ に つ い て

　 1）概念 ・枠組 み の 検討

　イ メ
ージ は 準感覚また は準知覚的な経験で あ り，意

識的に わ れ われ は気づ い て い る。 そ れ は実際の 感覚や

知覚を生 じ る 刺激条件 が すで に な い に もか か わ らず，

あたか も．存在 して い る もの の よ う に経験 し，そ の 刺激

条件 に対応 した感覚 な い し知覚 の 場合 と ちが っ た 経験

を もた らして い る
4）。

　イ メ ージ の種類に は ， 残像 ， 直感像，表象像，とが

あ る が 残像 と 直感象と は 明瞭な外部刺激に よ っ て形成

され る。 表象像は意識して 浮か べ た り，言語刺激に よ っ

て浮か ん だ り， 身体の 内部状況 に よ っ て も浮かび，外

部刺激が不明瞭な場合に よ り鮮明 に な る。そ の 内容を

な す情報 は，イ メ
ージ の 対象とな っ た事象につ い て 人

間が 理解 した解釈ず み の 情報 で あ る。 こ れ らの 情報 は

心 の 中で は命題 に よ る記述とい う形 で存在 して い る 。

すな わち，表象像は情報処理がよ り進ん だ複雑な構成

体 に な り ， 現実行動 の 内化 と して の 側面 や予測的， 行

動統制的機能を も っ て くる
5）

。

　本研究で取り上げる イ メ
ージは表象像として の イ メー

ジで あ るの で ，以降 こ れを単に イ メ ージ と して 記す る

こ ととす る。 イ メージ に は ， 感情状態，性格，期待，

構え ， 過去 の 経験，経験 の 受け止 め方 な どが影響 し，

多様性を帯びて い る。こ う して形成され た イ メージが

外界へ の 関わ り方に影響し， 個人の認知 の 枠組み が 形

つ く られ る 。 さ らに こ れ が イ メ
ージ形成 に か か わ る 。

　 こ の よ うな個人的 イ メ
ージ の 他に ， 社会通念や社会

集団か ら形成され るの が公共的イ メ ージや普遍的イ メー

ジで ある 。 こ の よ うに イ メ
ージ は 認知 の 枠組 み を形成

した り，行動統制的役割をもっ もの で あ る 。

　対人 イ メ ージに っ い て 見 て み る と，相手 の 声や容貌，

身振りな ど の 非言語的刺激 な どの 他 に，受 け手側 の 感

情，情報 の 受けとめ方， 態度， 予備知識， 偏見な ど多

くの 要因 が形成に か か わ っ て い る 。 新 しい 情報 が付加

さ れ る と イ メ
ージ は修正 され て い くの だが，イ メ ージ

に あわない 情報は認知され に くい と い う特性 もある。

こ の よ う に して 形成 さ れ た イ メ
ージ は，社会的認知 と

して 構成されたイ メ ージで あ り，態度や行動に 影響を

及 ぼ して い る と い え る 。

　 2）わ が 国の 看護婦 の イ メ ージ の 成因に関す る検討

　わが国で は ， 看護婦とい え ば白衣を着用 し，看護帽

（ナ ー
ス ・ キ ャ ッ プ〈以下 キ ャ ッ プ〉）を着け ， 病院

で 働 い て い る 人が イ メージ と して 描 か れ る。 外見上 は
，

一
部の病院を除い て はイ メ

ージ通 りの 服装 で あり， 視

覚，認知 に お い て も統
一

的で ， そ れ ら は戦後50年経た

今 も，ほ とん ど変化をみ せ て は い な い．何故だ ろ う・・

と素朴な疑問 が 本研究 グル
ー

プ
ー

同に わ い た こ とは正

直 な 気持 ち で あ る 。

　 こ こ で は，看護婦が着用 して い る
”

白衣
”

とは な に

か にっ い て 検討 して み る 。

　　（1）
“
白衣

”
の 概観

　白さ の 意味は，い くっ か 主張 され て い る。生命，悪

意が な くて 性的覚醒 もな い とい う意味で の 純潔性，超

人的能力 （清潔さ は敬神 に 次 ぐ美徳），及 び公平無私

や 正義に結びっ い て い る 。 わが 国 で は特 に
“
白
”

は無

垢 （白無垢），白紙の 状態とい っ た素直，何事 に も従

順的 な 意味あ い が強調され て い る
6 ）

。 ま た，白衣 は ，

診療， 実験 ， 手術室 に お い て も汚れが 目立 ち，対応が

可能で 清潔 が 保 た れ る な どと使用を正 当化する の に役

立 っ 。 こ れに対して 白衣が必ず し も望ま し い もの とは

限 らな い こ とを 主張 して い る 医師， 看護婦た ちもい る 。

白衣 に は患者と の あ い だ に あ る な ん らか の 距離感，恐

怖感を生 じ る と考え，そ れ らを小 さく，また は 回避す

るた め淡 い 色や 普通 の 衣 服 を着用 して い る現状もあ る 。

　現在の 病院組織に お い て ，衣服 の 役割 は地位を表し，

衣服 と して 同 じ白で も医師 に は 権威を，看護婦 に は権

威以外 の 象徴的 な役割の 強制や印象づ け を見い だ し，

それぞれ の ス テ レ オ化を存続さ せ て き た 。
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　　（2） 看護婦 が 着 て い る
“
白衣

”
とは何か

　　制服，
ユ ニ フ ォ

ーム
， 白衣等と称され て い るが実

質的 に は 仕事着 で もあ る 。　 わ が 国 の 看護婦 が 着 用 し

て い る 白衣 は
“

制服
” “

ユ ニ フ ォ
ーム

”
の 概念 と は異

な る ニ
ュ ア ン ス で は な い か との 疑問に 関 して 検討する 。

　制服 と ユ ニ フ ォ
ーム の 定義 は 以下 に 示 され るよ うに，

日本語大事典で は同意語として い る 。 しか し，

　　せ い 一ふ く ｛制服｝学校 。会社 ・団体な どで そ れ

　 を 着 る よ う に 定 め ら れ た 服 装。 ユ ニ ホ
ーム 対義

　私服

　　 ユ ニ ホ ーム 　 ｛uniform ｝
一

っ の 形 に そ ろえ た服 。

　集団の 目的 ・ 性格を表 しまた機能的な もの 。揃 い の

　運動服 。 制服　軍服
T）

　日本語の ニ ュア ン ス で は ， 揃い の 運動服は ユ ニ ホ ー

ム で あ り，制服 とは解釈 しな い で あ ろ う．また制服 と

は 定められた服装 で あ り，単 に
一

っ の 形 に揃えた服 と

は 解 釈 しが た い ．制 の 字 の 意味 は 「さだ め る，きま り。

学制 ・法則」「制定 ・制度 ・制服」 と あ る 。 ま た，お

さえ っ け る 。 「禁制 ・統制」「制圧 ・制約」等
T），きわ

め て 厳 しい 権威者や，管理 者か ら定め られ下 の 者 に 遵

守する こ と を前提 と した意味を含ん で い る 。 例え ば ，

裁判官の 法衣， 警察官， 軍隊， 学校の 制服 は 極 め て わ

か りや す い 例で あ る 。 制服 の 意味は，定め られ て，き

め られた，揃 い の 強制され た服装 と い え よ う。

　看護婦 の 白衣 を，
“
制服

”
と称 して い る こ と は 看護

婦 の マ イ ナ ス イ メ
ージ を助長す る一

因 で もあ る 。 ま た

ユ ニ フ ォ
ーム に つ い て も，

一
斉，揃 い，と統

一的で あ

り，揃 い が 強諢 さ れ る必然 もな く， 色 も白と は 限 られ

て い ない 現在，名称 に つ い て はあ らた に 考え る必要性

が 認識 され た 。

　看護婦 の 服装 に っ い て の 規定 に 関 して は，福利厚生

で 「白衣貸与」 の
一
文や ， 年間の 枚数が規定されて い

る施設，また看護婦募集の 広告に白衣貸与が PR され

て い る と い っ た 扱 い で あ り，法的 に は 貸与 され た白衣，

キ ャ ッ プ をつ けて職務に従事 しなければな らない とは

い えな い 。 あくまで
“
倫理 的， 管理 的

”
に看護婦 に ふ

さ わ しい 服 装 とみ な さ れ た 現在の 形 が続い て きた 。 そ

こ に は看護婦自身の 自主的， 選択の余地が極めて少な

く， 「看護婦＝白衣 ，
キ ャ ッ プ 」 で な けれ ば な ら な い

とす る ス テ レ オ タ イ プ な考え方が，看護婦自身に も多

くみ られ，存続 して い る。

　看護婦の 白衣等の 外見か ら
“
あ こ が れ

”
を抱 き進 路

選択 の
一

因 と な っ て い る事実，先人達の 努力に よ り白
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衣姿 に対 して 無条件 に も近 い 信頼を寄 せ て い る人 々 の

イメ
ージ要素も包含 して い る服装は， 搆造的 に 考える

必 要 が あ る 。

　　〔3） わが 国 の 看護婦 の 服装 の 成 り立 ち

　わ が国は 明治維新を契起に ， 国策と して西洋化を積

極的に 推進 し，特に 医学に っ い て は維新の 原動力と も

い える ほ どの エ ネル ギーをもち展開された。 看護婦 の

服装に っ い て も
“
洋装化

”
とさ れ当時の 女性とすれば

ま さ に 時代 の 最先端で あ っ た 。 看護婦の 服装を洋服，

白衣と定め た の は次の 文献に見 る こ とが で きる
S ）

。

　　　　「看護婦長服務心得書

　　　　服制帽 は 医院 ヨ リ之 ヲ 貸与 ス 」

　明治33年 に ， 現在の東京大学医学部付属病院の服務

心得書 に 制服制帽と して 規定 が
， 管理者で あ る医師，

事務方か ら定め られ貸与され て きた 。 こ の 事実，制服

制帽の 貸与制度が そ の まま現在に繋が っ て い る 。

　 1945年，第 2 次世界大戦敗戦 に よ り，わ が 国 は GH

Q の 監督，指導の 基 に看護の 制度改革が大幅 に お こ な

われ た 。

　看護 の 基礎教育は高卒後に プ ラ ス 3年間 の 専門教育

と さ れ ， 当時の高校進学率は約30％台で あり高水準 の

教育体系 で あ っ た 。 GHQ の 支配終了前後 に，医療需

要の 急激な増加 に 看護婦 の 不足を補 うた め，准看護婦

制度が発足 し資格の 2重構造と して多 くの 矛盾を は ら

み な が ら現在 も存続 して い る 。 矛盾 の
一

端 と して は外

見上 （服装） は 同 じで あ り，実際 の 仕事内容 も不明瞭

の ま ま，給与，待遇面で は明確な
“
差
”

が あ る等で ，

病院 に よ っ て は 看護助手，学生もほ ぼ同様の 服装と し，

ひ と び と に は多種，多様な仕事をお こ な っ て い るの が

看護婦 で あ る と印象 づ けられて い る。

　 キ ャ ッ プ に 関 連 した
“
戴帽式

”
に っ い て は，教会 の

尼僧 の か ぶ り物か らの変化
9 ）

， 修道女の
一

生を神に仕

える誓 い の 儀式 に 由来す る と い う。 戦後は GHQ の 指

導 に よ り看護基礎教育 の 中で お こ な わ れ職業適 正，看

護観 の 育成，倫理 的教育の機会と して発足した よ うで

あ り，現在 で も多 くの 学校 で 儀式的 に 行 わ れ て い る。

戴帽式で は学生 に，服装，髪型，化粧 に い た る まで 看

護婦に ふ さわ しい とされ て い る よ うな規範を指導され，

現 在 に い た っ て い る。

　　（4） 看護職を と りまく社会的背景

　　　　　
一

性別役割，社会的規範 との 関連
一

　 わ が 国 で は，い ま だ 多 くの 人 は，看護婦 は 女性 の 天

職 と考 え て お り，進路指導に あ た る教師の 多 くも同様
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で あ ろ う。 現職 の 看護婦 の ほ とん ども女性 で あり，男

性の 看護士は依然と して 少数派 で あ る 。

　看護婦 を 女性 の 天職と考え る背景 に は，女性の 性役

割に っ い て の伝統的価値感に基づ い て お り， フ ェ ミニ

ズ ム
， 真の 男女平等とい っ た考え は い まだ に あまり浸

透して い な い 。 憲法下で は，GHQ から与えられっ っ ，

女性解放運動等 に よ り徐 々 に，男性 に 従属す るの で は

な く個人として の 権利獲得に は じまり，
1985年，男女

雇用機会均等法とい っ た法 の 整備 はされっ っ ある。 し

か し現実 で は，依然 と して 伝統的価値観を肯定 して い

る制度 （家制度，世帯単位，夫婦単位 の 姓，戸籍，住

民登録，社会保険， 年金 ， 税制など）が現存 し，女性

の 側からみれば男尊女卑，不平等，不利益な まま で あ

る
10）。

　多くの看護婦は ， 仕事と共に女性として の 役割 （家

事， 育児， 嫁）， 社会的規範の 圧力 （従順，忍耐）等，女

性で あ るが ゆ え に 様々 な不平等に 依然 さ らされて い る。

　伝統的な規範の中で 何役 も担う ス
ーパ ーウーマ ン の

立場 は，ど こ か で 疲労，無理 が 生 じ，しい て は離職 ，

中断 に 追 い 込 まれる こ とは
“

よ くあ る こ と
”

で あ る 。

　看護婦の 仕事を継続させ る要素と して は
，

a ）経済

的側面　　b）物理的側面　 c ）家族の サ ポート　 d ）

社会的 サ ポ ー
ト　 e ）職務 の 満足度 に つ い て は，不

可欠 な要素 と思われ る。

　 2．看護婦の イ メ ージ に関する研究 の文献検討

　 1） わ が 国 に お け る看護婦の イ メ
ージ研究に関して

1960年代か ら1996年 に い たる看護婦 の イ メ
ージ，ユ

ニ フ ォ
ーム

， 白衣， 戴帽式， キ ャ ッ プ， 看護専門職，

プ ロ フ ェ シ ョ ン 等 の key　 word で 検索 （メ ッ ドラ イ ン
，

シ ナ
ー

ル，医中雑誌） した文献の 検討と，看護の 歴史，

教育制度及 び時代背景， 女性学等の 概観 と看護婦 の イ

メ
ージ との 関連に っ い て 検討 した 。　文献は和文70編，

洋文20編に っ い て検討をお こ な っ た。 文献は年代別，

タイ トル ，要約 の 中か ら歴史，イ メ
ージ，戴帽式，認

識 ・ 認 知，感染，そ の 他 に 区分 した。

　　（1）　1960〜1970　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　 こ の 年代 に お い て は看護 の 歴史的変遷 と戴帽式に っ

い て，そ の 背景と根拠性 （宗教的儀式か ら発 っ した よ

う な もの
， あ る い は独 自，慣習的）か らの 疑問の 表出，

看護婦の 服装 に 関す る肯定論な ど が多い
。 こ の 時期の

看護関係の 事象をみると表 1 に 示すよ うに，国立医療

技術短期大学の 設立，保健婦助産婦看護婦学校養成所

指定規則 の
一

部改正 が あ り， 教育と カ リキ ュ ラ ム の 変

化に対応 して論議があ っ た こ とが うか が わ れ た 。 ま た

服飾史研究家か ら，一
っ の ス タ イ ル が半世紀以上 も続

きイ メ ージチ ェ ン ジ の 時期
1D
と示されて い る 。

　　（2）　 1980〜

　白衣，服装に っ い て シ ン ボ ル 的意義，心の技，こだ

わ り等の有用 ， 肯定論 と専門職 ゆ え に シ ン ボ ル に 対 し

て の 問 い 直 しや看護学生，看護職対象に ， 服装へ の 意

識，満足度の ア ン ケート調査等が多くな っ て い る 。 戴

帽式に関す る報告例は減少 しイ メ ージ と して 意識調査 ・

認知領域の 報告が 増加 した 。 ま た海外，米国 の 白衣事

情 の 紹介 も見 られ る 。

　　〔3｝　 1990〜

　従来の 看護の イ メ
ージ肯定論と， そ れ らをス テ レ オ

タ イ プ的とし見直 しへ の 問 い かけは並列 して い る 。 注

目さ れ る報告と して，糊付け した キ ヤ ッ プ に様 々 な菌

が 付着 して い る こ と が 明 らか に され た
12〕

。 続 い て 看

護婦 の 感染 に対す る 意識 と着衣 の 交換 とい う行為 が と

もな っ て い ない こ との 指摘が報告 さ れて い る。看護職

の ひ と りひ と りが感染 ・予防的見地 か ら， 自らの 服装

に っ い て 考 え な けれ ば な らな い こ と が 示唆 され た 。 そ

の他として新鮮な報告が台頭して い る。 ナ
ー

ス フ ァ ッ

シ ョ ン 最新情報と して ， ナー
ス ウ エ ア

ーの売 り上げが

延び て い る こ と が紹介され ， 時代の 変化の 反映 と もい

われるが，フ ァ ッ シ ョ ン の 変遷を み れ ば （表 1よ り），

仕事の 服装とは い え時代 の 変化とはかなりの ずれがあ っ

た 。 ま た，海外 の 看護婦 の 服 装 に関す る概念，実際 の

紹介，専門職ほ ど制服 を着用 しな い傾向
「s）
，土木学会

の イ メ
ージ ア ッ プ 戦略 の ため に 服装 か らの 変革 の 報告

は学会 を挙げ て の 取り組 み と して参考的 で あ る。

　最近の数年間に お け る看護と イ メージに絞 っ た調査

報告 の 文献 25例 を 詳細 に 検討 した 。 調査対象 は 看護学

生 （大学，短大，専門学校）が多く17例，っ い で 病院

勤務 の 看護婦 で あ っ た。 調査方法は質問紙 に よ る ア ン

ケート調査 ， 因子分析， SD 法，
　 ESSP 法等で あり，

調査内容は，入学か ら学年が進む に っ れ て 看護 ・ 看護

婦 へ の イ メ
ージの 変化，臨床実習前篌 の 変化，学校 に

よ る違 い，男女学生 の 看護職 に 対す る イ メ ージ の 比較

等，イ メ ージ変容に関する分析が多い
。

　 看護婦対象 の 研究 で は就職後 の 職業イ メ
ージ と満足

度，新規採用 ナ ース の ナース へ の イ メ ージ調査で リア

リテ イ シ ョ ッ ク の予防を考え る報告， 魅力あ る職場 の

イ メ
ージ，自分 目身 の もっ 職業 イ メ ージ と役割，経験
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表 1　 看護教育制 度史

元 号 年 西　暦 事 　 　 　 　 　 　 　象 関　 係　法 戦　 　 　争 日 本 経 済 フ ア ッ　シ　3　ン

明治 元 1868 横浜陸軍病院で 既婚婦人採用 ：職業看護の は じ 帝国主 義進展 着物，日本髪か ら洋装化へ
め，ドイ ツ医学採用，軍洋服

更京府に産 婆養成所

1874 医制発布

191887 桜井女学校 看病婦学校 ：英米式服 装 ・白衣，看

護幗，帽子に 菊の 紋章 （皇室崇拝）

共立東 京，日赤．東 京帝国大学 の 看護婦養 成 教

育 と続 く

産婆養成

241892 派出看護婦 業始め

＃看護覚 書　翻訳 出版

1894 日清戦争

19G4 日露戦争

371905 聖路加病院，看護婦教育開蛤

聖路加国際 病院看護学 校，高等女 学校を入学

資格

戦争とと もに救護活動に参加

看護婦の需要に 畔い促 成餐成

大正モ ダ ン フ ァ ッシ ョン

大正 無試験で 保健婦資格取得特例実施 は か ま，編み 上 げ ブ ー
ッ

くは いか らさん 〉

31914 第一次世界大 戦ζ〜1

918）
121923 関東大震災で 全国か ら救護の 看護婦参加

昭和 41929 学佼看葮婦 奨励 ：文部省 戦時フ ァ ッシ ョン ： モ ン ペ

161941 第二次世界大 戦開始 1940〜軍事費増大 ⊂ス カート，パ ーマ 禁止）

181943 学徒動員 ：ひ め ゆ り学徒隊誕生

GRQ 指導体制　　東京模範看護学校 第二次世界大 戦終戦

201945 高卒 ＋ 3年 高等看護学校開始；初は岡山か ら 戴 （原爆投下，無条件

帽式の行事化全国 降伏）

211946 新 日本国憲 法発布

教 育基本法

婦人参政権確立

23194 巳 保助看法、甲・乙種の 看護婦資格 （入学後 6 カ 医師法 歯科医師法 WHQ 発足

月を予科期 ：職業適正を評価 し戴帽式へ） 保助看法

251950 天使 ：初 の 短大で の看 護婦教育，聖母が続 く 朝鮮 戦争 監950〜
朝鮮戦争特需

261951 准看護婦制度発足，甲
・乙種の 看 護婦資格廃止 東西冷戦構造

271952 高知女子大　初の 大学での 看護婦教育

東京大学衛生看護科が 続く

32 且957 准看→2年 進学制度へ
！960 安保 1960〜 女性 の 社会進出 とと もに下

着，7 ア ッシ コンの 活発化

高度経済 成長 パ ン タ ロ ン ，ミニ 1 健康美

381963 老人福祉法 所得倍増

4D1965 母 子保健法 農業よ り商工叢 へ

421967 国立医療技 術短大 の設 立，初 は大 阪大学，以 後 核家族化 　 　東 京 オ

増加 リ ン ピック

保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規制の 一部

改正 （主 に 4 っ の 体系 ）

451970 高等学校衛生看護学科開始 1970〜 ロ ン グフ ァ ッ シ ョ ン

471972 沖縄返還 円高

541979 千葉大学看護科修士課程 オイ ル シ ョ ッ ク

197D年代 までは看護婦 の 大学教育校は 8校の み

551980198G 年以降急謙な増加 1980〜 ワ ン レ ン 。ボ デ ィ コ ン

自由化 白衣ブラ ン ド ブーム ：
571982 老人保健法 日本の 貿易不均衡是 KENZQ マ ダ 厶 花井，

平成 2lggo 聖路加看護大学博士課 程，千葉大 も博士課程 男女雇用機会均等法 正要求 K （聡H正NO　JUNKO
保健婦助産 婦看護婦学 校養成所指定規則の

一
部 中東・湾岸戦争 昭和→平成

31991 改正 （主 に 5 っ の体 系）憑平成 9年大幅改 正 予 PKO 協 力法案成 立 →ネオ マ ス キ ュリン ル ック　：

定 カ ンボ ジア派遣 肩ひ じ張 らず，ゆ っ た り，
しなやか

ナ
ー

ス セ ン タ
ー ゆ ったりパ ン ツ ，ロ ン グ ス

カ ート

看護大学 ：44校，看護短大：68校
3年高看 ： 551校，2年 課程 ：434 校

准岩養成 ・衛生高校教 育：592校以上
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か らくる イ メ
ージの 変化，自己概念を高め る ため に，

プ ラ ス ア ピール の必要性等，イ メージ研究が や や多様

化 の 傾向を 表 して い た 。

　 2）米国 に おける看護婦 の イ メ
ージ研究 につ い て

　　（1） 米国で の看護の変化

　米国 に お け る看護 は，戦後 の 50年間 に 飛躍的変化 を

遂げた 。 こ うした変化 の 中 で，看護婦 イ メ
ージに 影響

を及 ぼ す要因っ い て 考察す る。

　Dahl’4）
は，イ メ

ージ を規定す る側面 と して ，個 々 の

看護婦や社会全般と共に，看護婦と相互 に 交流を も っ

て い る患者や保健専門職従事者た ち を挙げて い る 。 そ

して，そ れ ぞ れ の 側面 は 互 い に 影響 しあい ，全体的 な

イ メ ージを決定して い る と述 べ て い る 。

　米国に お い て ，看護 の イ メ
ージ の 研究 に 多大 な 時間

と エ ネ ル ギ ーが 費や され た時期 を，Ellis1Dは，1970〜

1980年 で あ っ たと言 っ て い る。 1970年代が看護の不適

切 な イ メ
ージ に 立 ち向 か うた め の 闘 い の 時期 だ っ た と

し，専門職 として の 意識 の 高 まりに 反 し，一
般社会か

ら は 信頼 と尊敬を寄せ られ て い な い こ とに ， 多 くの 看

護婦が屈辱を感じて い た こ と を明らか に して い る 。 看

護 の イ メ
ージの 研究 は，米国 の 看護 の 発展と深 く関連

し あい な が ら進 め られ て い っ た の で あ る 。

　看護の イ メ
ージ研究が積極的に 行わ れ た 1970年代 の

米国社会 と看護 の 変化 にっ い て 見 て み る。 看護職能団

体 の 1 っ で あ る ア メ リカ 合衆国看護協会 （以 下 ANA ）

の経緯か ら多くの取り組み が伺え る 。 第二次世界大戦

に よ り引き起 こ され た 看護婦不足を補 うた め に，政府

は 無資格看護助手を養成 し，病院 へ 多量 に導入 させ た。

この よ うな施策に危機感を 感じ た ANA は，無資格 の

人 々 に よ る ベ
ッ ドサ イ ドケ ア か ら，よ り質 の 高 い 看護

を目指 し，専門職 と して の 看護 の 確立 に 取 り組 ん だの

で あ る
L
％

　米国 の ヘ ル ス ケ ア シ ス テ ム の 変化 は 1970年代 よ り始

まり，今 日 まで続 い て い る 。 変化 の 大きな原因 は，医

療費の 高騰で あ る 。 1970年代 の 米国の 総医療費は 1950

年代の 約 5 倍 に 達 し，高騰す る医療費を抑え る た め
，

HMQ とい う新 し い ヘ ル ス ケ ア シ ス テ ム が 提案 さ れ

だ ％ 新しい シ ス テ ム の 中 で，他 の 保健医療 従事者 と

の 重 な り合 い の 領域か ら看護独 自の 領域 を 獲得 し よ う

と看護職内外からの 圧力が高ま っ た 。 さ ら に ， こ の年

代 の 社会的 変化 の 1っ で あ る女性運 動 が 看護婦の 意 識

に 働きか け，看護界 が， こ の 運動 か ら得たもの は大 き

い 。 BenjaminMに よ れば 、 当初， 看護婦 の ほ とん どは

女性運動 とは無縁 だ っ た 。 しか し，旧 態依然 た る下働

き の イ メージを持っ 看護を認 め な い フ ェ ミニ ス トが，

性差別語 の 用法 を分析 して，看護婦 の 自覚の 高ま りを

助長 したとい う。

　 こ う して 米国 の 看護 は，社会的変化 の 影響 を受 けな

が ら，専門職 の 確立 に 向けて 大 きく変化 した の で ある。

　　（2） 白衣を着な くな っ た理 由

　1970年代を境に， 米国で は看護婦た ちが 白衣やキ ャ ッ

プ を着けな くな っ た
’9）。米国 に お い て も，白衣 は宗教

や軍隊と密接に かかわ っ て い た と こ ろか ら生 ま れ，し

だ い に 看護婦 の 抱 く誇 りを示す シ ン ボ ル とな っ た。し

か し，1960年代 か ら1970年代 に か け て，世 の 中の 傾向

と して ，

“
画
一化

”

を 嫌 う風潮が 高ま り， しだ い に 着

な くな っ た と説明 さ れ て い る。

　看護婦が，様 々 な分野 で 活躍す る よ うに な り，役割

を識別する た め の白衣の意味が な くな っ た と い う意見

も あ る 。 ま た，多数 の 男性 が 看護士 と な っ た こ と も挙

げられ る。管理的地位や 地域で 働く看護婦は，私服 で

仕事をす る よ うに な り，病院で 働 く看護婦 も，業務上

邪魔 に な る と い う理 由で キ ャ ッ プ を着 け な くな っ た 。

さらに，小児科病棟で は，カ ラ フ ル な もの，精神科病

棟で は，日常 と変わ らな い 服装 と い っ た バ リエ
ーシ ョ

ン が 生まれた 。 ユ987年，The　Spring　House　CQrporation

が全米 の 看護婦に行っ た 調査 に よ る と ， ほ とん ど の看

護 婦 は，私 服 の 上 に
“

ス ク ラ ブ ス
ー

ヅ か 実験着 を着

る こ と を好 ん で い ると して い る
an）。今 日 の 米国 で は ，

聴診器 を首 に 下げ，病院の ID バ
ッ ジ が看護婦で あ る

こ とを 示 す程度 で，白衣 姿の 看護婦 は ほ とん どい な い 。

　教育 の 立場で は，看護婦が 医師 の もとで 服従す る よ

うに 教え込 まれ て きた こ とを指摘し ， 白衣は従順さ の

象徴 で あ る と して 否定的に 捉え て い る 。 看護 は 専門職

と して 「下働 きの メ イ ド』の イ メ
ージ を乗り越えて ，

も っ と複合的な 自己像を作り出す べ き だ
M ）と述べ られ

て い る 。

　　  　看護 イ メ
ージ に っ い て行 われて い る研究

　看護イ メ ージに関する研究は， 看護実践や看護教育

の 変化に対応して，社会が抱 く看護婦の イ メージが伝

統的で あるこ とに 焦点が集ま っ て きた。 街頭イン タビ ュ
ー

や 電話 に よ る聞 き取 り調 査 の 結果，看護婦 に 対す る社

会の イ メージ は，女性的職業，人の面倒を 見 る と い う

性質 の 従属的職業 だ と一
般 に 考 え られ て い る こ とが 示

された
n＞。また，1981年 の ニ ュ

ート ン 雑誌 で も，一
般

大衆は ， 自主的 ， 専門的役割を もっ 新しい 看護婦像を
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受 け入 れ た が らな い と い う結果が 発表 さ れ て い る 。 こ

うした結果を受け， 女性的かつ 医師の 従属者とい う従

来 の イ メ
ージが，看護婦の 自律的な責任遂行を妨げて

い る と考え る看護婦 た ち の 間で ，看護 の 専門性を社会

に 働 きか け る必要性が 認識され る よ うに な っ た 。 1990

年代に 入 り，看護婦 の 自立 し た専門職と して の イ メ ー

ジ を社会 に 啓発するべ きだとい うこ と が，看護 が 政治

に参画す る こ と と の 関連か ら も論 じ られ る よ う に な っ

た 。 すな わ ち看護界の 申し出 を拒否す る こ と に 対 す る

政治的危機感を喚呼す る た thに ， 国民の ヘ ル ス ケ ア の

質を効率 よ く高 め る 専門職 と して ，社会 に 看護を認 め

さ せ な け れ ば な らな い と い う もの で あ る
za）

。

　看護 の イ メ
ージ を変え る た め の 方法 と して は，看護

婦自身が行う方法と，メ デ ィ ア な どを利用した社会的キ ャ

ン ペ ーン を活用す る方法とが示されて い る。 Strasen” ）
は，

看護及 び看護婦自身の ポ ジ テ ィ ブな イ メ ージが，接す

る人 々 や社会 に ポ ジ テ ィ ブ な看護 イ メ
ージ を伝え る こ

とが で き る とし， 看護婦 自身 の 自己概念 を 高 め て い く

こ と を 強調 して い る 。

　社会的キ ャ ン ペ ーン は ，
メ デ ィ ア の 研究と関係 して

い る 。 Kalisch’g）は，幅広 い メ デ ィ ア の 中 で 描 か れ る

看護婦の 姿 につ い て 分析 し，看護婦 の 専門的関心 や ヘ

ル ス ケ ア 的視点が無視され て い る こ とを指摘 して い る 。

1940年代 の 第 二 次世界大戦時の 映画 で は，患者を救 う

た め に 功績を残 した看護婦 の 伝記 を 通 して ，看護婦の

よ い イ メ
ージ を描い た の に対 し，1970年代 は，残虐な

姿 として 描 い て い る （例 映画 ； カ ッ
コ ウの 巣 の 上 で ）。

1991年の 中東湾岸戦争時 で は，メ デ ィ ア は再 び よ い イ

メ
ージの 看護婦を描き始めた 。 が， しか し，それ らは

看護婦自身 の 自己イ メ
ージ と は か け離れ た もの だ っ た 。

メ デ ィ ァ に描か れ る不適切 な イ メ
ージ に よ る影響 を 危

惧 した 看護婦た ち は，テ レ ビの 広告や プロ グラ ム を監視

し， 抗議の 運動を起 こ した 。 い くっ か の 看護団体も ， 看

護婦 の イ メ
ージ を高め るた め に キ ャ ン ペ ーン を行 っ た 。

　最近 で は，社会的キ ャ ン ペ ーン は，病院の 経営上 の

戦略に 利用 され て い る 。 看護婦 の イ メ
ージ が 患者 の 病

院の イ メ
ージ に 影響す る と し， フ ァ ッ シ ョ ン コ

ー
デ ィ

ネーターや メ
ー

ク ア ッ プア
ー

テ ィ ス トを巻き込ん で ，

看護婦 の イ メ
ージ を高め るキ ャ ン ペ ーン もみ られ る 。

考　　察

1）現在の 社会 で は，誕生前か ら死，及 び死後に い
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た る家族の ケ ア ま で ，幅広 く看護 サービ ス の 利用が必

然的に求め られ ， 人々 の生活上 ， 欠 くこ との で きな い

専門職 と して 在 る と看護職 は考 え て い る 。 しか し，
一

般の ひ とびとの 看護婦に 対す る イ メ
ージ は どの ような

もの で あろうか，と の 問 い か け と ， イ メ
ージ の 概念，

お よ ぼ す影響，作用 の 観点か らも，看護職が 自らイ メ
ー

ジ を考え る必要が あ る こ とを明らに で きたとい える。

　 2） ひ とびとに，看護 の 専門職の 役割と して，以前

に は 無か っ た領域が 現存す る こ とや，社会資源 と して，

よ り有効 な 活用 を 図 るた め ， 看護 ・看護職に っ い て 正

確な認知を積極的 に 行う必要性 の 認識 そ して ，自主

的，看護独自の 活動が，目に 見えるような方法で 示 さ

れ る こ とが 看護職自身 の た め に も， 社会 に対 して も求

め られ て い る と い え よ う。

実際に ，
a ）在宅看護，ケ ア コ

ーデ ィ ネーター

　　　　 b）看護相談， 教育， 指導

　　　　 C ）地域，産業保健，メ ン タ ル ヘ ル ス

　　　　 d）管理職 （所長，副院長等）

　　　　 e ）専門看護師 と して の 外来 ， 窓 口 等

a ）〜 e ）の役割の ア ピー
ル を考えた場合，看護の領

域 だ け で は な く，
マ ーケ テ ィ ン グ，経済 ・経営，マ ス

コ ミュニ ケ ーシ ョ ン ，服飾等 の 領域の 協力，参画 が 必

要で あ る こ とは更に明らかで ある。

　 3）看護婦 の イ メ
ージ に 影響 して い る要因 は，図 1

に示す通 り， わが 国 の 社会 ・制度 （伝統的価値観， 慣

習，社会の 規範， 教育），医療制度 （医療政策，経済），

法的側面，看護教育， 女性の 問題 マ ス メ デ ィ ア （誤 っ

た看護 ・看護婦 の 扱 い ，偏向的）等が複雑に 関連 しあ

看護教 育
　※白衣

家族 ・社会
※ 伝統 ・歴史

　 医療
※ シ ス テ ム

　看護 婦

※ イ メ
ージ

マ スメデ ィ

新聞・雑誌

テ レ ビ

．CM，ドラマ

※扱われ方
　 戴帽式

女性性
※ フ ェ ミ ； ズ ム

図 1　 イ メ
ージ 成因
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い な が ら看護 ・看護婦の イ メ
ージ が形成 され て い る こ

とが明 らか に な っ た 。

　 ど の 要素
一

つ を 取 り上 げて も，フ レ キ シ ブ ル に ，変

革 の 展開を考えた場合 に お い て もそ の 複雑 ， 困難は察

して余りあ る 。 例え ば女性の 伝統的役割認識を真の 男

女平等社会へ ，看護婦 は 女性 だ けの 職業 で は な く，性

差 に 関係 な い こ と， 看護婦の 服装に関して も，業務に

よ り感染予防に重点を置き， 使 い 捨て の 必要を考え る

領域か ら 日常的な ご く普通 の 服装等で ある 。 しか し，

こ こ で，看護 ・看護婦 の イ メ ージ の 重要性が明らか に

な り，同時 に 研究 の 必要性 ， 研究領域の 拡大，連携 も

明確にする こ とが で きた 。

　 4）米国 の 文献，事例か らは ， 特に 注目しな け れ ば

な らな い こ と は看護 婦 の イ メ ージ に つ い て，実践，研

究， 教育の場の 延長線上 に お い て ，取 り組まれて い る

こ とが 明 らか に な っ た こ とで あ る。 そ して ， そ の 取り

組みが看護 の 専門職 として の 確立 に む けて ，必要で あ

る こ と の 明確な意志の 表明があ っ た。 そ して，看護職

能団体 や看護婦
一

人
一

人 に 問題意識をも っ て行動す る

こ とが不可欠で あ る との ア ピール が全米的に 行われ，

現在も継続されて い る等， 数々 の 取 り組み実践が現在

の 変革を もた ら して い る こ と と高 く評価 さ れ る 。 こ れ

らか らは，わ れ わ れ の 研究 の 方向性 に 多 くの 示唆が得

られ た 。

　 5）今後 の 課題

　本研究で は ， 看護婦イ メ
ージ の 構造 を よ り綿密 に 分

析す るた め，パ ス 解析等 の 多変量解析 の 調査を行 っ て

い る 。 こ の 調査 は 現職の 看護婦 ， 学生 （
一

般，専門，

看護学生），等を対象 とし，質問項 目とイ メ ージ図で

構成 し，実際 の 看護婦像，
メ デ ィ ア か ら受ける像 ， 理

想 とす る像 に っ い て 描き，そ の 他の 関連因子 も併 せ て

分析を試み て い る最中で ある。 次の 機会 に，調査結果 ・

分析もあ わ せ て 完結 させ た 報告を行 う予定 で あ る 。

ま　 と　 め

　看護を提供する場や役割 ・機能が多様 に 変化する中

で ， 描か れ る看護婦 の イ メ
ージ は，病院 で 白衣を着て

働い て い る人，やさ しい，親切，奉仕的， 従順とい っ

た ス テ レ オ タ イ プ的な観が根強い 。 本研究で は戦後50

年 を 経 て な お，こ れ らの イ メ ージに 変化 の 兆 しが少な

い こ と に 着目 した 。 そ して ， 看護婦の イ メ
ージ は，白

衣に キ ャ ッ プ と い っ た外見上か ら発す る もの だけで な

く，家族 ・ 社会的，教育的，女性が社会で 働 く場合の

要因，ヘ ル ス ケア シ ス テ ム
， 伝統的な性役割等 ， 様々

な要因が複雑に絡み合い
， 形成さ れ て い る こ とが 示唆

さ れ た 。

　イ メ
ージ は人 と人との 相互関係，

コ ミュ
ニ ケ ーシ ョ

ン に影響を お よ ぼ し，ま た 果 た して い る 役割 か らも，

看護の専門性を確立 し，積極的に 自立 の 推進を図 るた

め に は，ス テ レ オ タ イ プの イ メ ージ は望ま しい もの で

は な い と考 え られ た 。 ま た，看護婦 イ メ
ージ の 構造 を

よ り明確に す る た め，わが 国 に お け る研究 の 分析 と，

著 しい 変革を遂げて い る米国の 研究・文献に つ い て も

検討を行 っ た 。 そ の 結果，イ メ
ージ に 関す る 研究の 重

要性 と今後の 方向性 の 示唆が得 られた 。

おわ りに

　看護婦の イ メ ージ の 変革 の 必要性 に っ い て 明 らか な

示唆が得ら れ，変革に は多方面 か らの 研究，検討が必

要 で あり，21世紀 の 社会 に な じむ方略を考え て い きた

い o

　本研究 の
一

部 は平成 8年度神戸市看護大学共同研究

費の 助成を受けて 実施 した もの で ある。
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