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ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ド

ー安 らぎと癒 しの 場と し て の ｢ 床｣ を中心 に
-
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要 旨

最近,
ケ ア リ ン グ に社会的な関心が集ま っ て い る . こ と に

, 複雑に し て機械化した医療 の 中で,

本来 の ケ ア業務をなす時間が奪われ つ つ ある看護関係者 に よ っ て 注目さ れ る よ う に な っ て き た･

そ の 背景 に は精神的な安ら ぎを求め 始め た社会 の意識 の 変化が ある .
ケ ア リ ン グと は , 対象を深

く気づか い っ つ そ の利益を願 っ て行動して い く こ と で あり, 看護行為そ の もゐで あるとも い える･

ヶ ァ リ ン グ ･ マ イ ン ド と はそ う した行為をなす心 の あ り方で あ る . ケ ア リ ン グと は まさ に聖書が

記す小さ い人々 へ の ｢ 隣人愛｣ の実践 に も通 じる概念 で あるが
,

そ の手段 の
一

つ は,
｢ もて な し｣

と こ

の 実践 に お い て示され て い る .
そ し て そ の ｢ も て な し｣ の プ ロ セ ス の 中JL ､ に は , ｢ 床｣ の 存在が

あ っ た.
こ の ｢ 床｣ は ま た, 看護業務 に お い て も最重要な部分 で ある ため

,
そ の 深 い 意味を考察

す る こ と は , 看護 に お け る ケ ア リ ン グ の 意味を再確認す る こ と に もな る の で あ る ･ 本稿 で は
,

｢ 床｣ が象徴す る ｢ も て な し｣ の具体的意味を主と し て聖書と 『戒律』 に お い て 考察し, わが国

に お ける看護 の 文化な い し は ケ ア リ ン グ文化 の 再建を主張した
.

キ
ー

ワ
ー ド

ヶ ァ リ ン グ ･ マ イ ン ド
, 小さ い 人々 へ の 愛 の 実践,

ホ ス ピタリ テ ィ
ー

, 床 ,
ケ ア リ ン グ文化 の 再建

序 : ｢ ケ ア リ ン グ｣ へ の 関心 の 高ま り

超高齢社会を迎え て , 看護職 に対す る社会的需

要がますます高く な っ て い る
.

そ れ に対 して
,

ひ

と頃 の 深刻な看護師不足 は山を越え た も の の
, 供

給さ れ る看護職員 の 数は社会 の 需要を満たすま で

に は い た っ て い な い
. 毎年, 多数 の 新卒者 は出す

ち の の
, 同様に 多数 の 看護師達が職場を離れ て い

くから で あ る .

看護師達が離職す る最大 の 理由は
,

オ
ー バ ー

ワ
ー

ク で も低賃金で も な い と言われ て い る . そ れ は
,

仕事 の 内容 へ の 不満な の で あ る
. 延命医学 の 発達

に伴 っ た治療内容 の 高度化 は
, 各種 の 医療機器 の

操作等 へ の 忙殺 に よ っ て
, 看護師 か ら本来 の 専門

領域, す な わち患者 の 療養上 の 世話 ( ケ ア) を果
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た す時間を奪 い っ つ あ る. しかも , 独自な看護行

為に は
,

そ れ に ふ さわ し い 報酬が支払われ る こ と

が な い と い っ た現在 の 矛盾した診療報酬制度も手

伝 っ て
, 日常業務 はますます患者と の人間的な触

れ合い から看護師達を遠ざけ て い る. 仕事 に生き

が い を感 じ る こ と が で き れば
, 多少 オ ー バ ー

ワ
ー

ク で あ っ て も , 低賃金 で あ っ て も, 職務を継続し

た い と い う意思が看護師達 に あ る こ と は
, 各種 の

調査結果か ら明ら か と な っ て い る .

最近
,
｢ ケ ア リ ン グ｣ ( c a ri n g) な る語や概念に

社会的関心 が集まり , 看護師達も研究課題 に す る

よ う に な っ て き た . そ れ は直接的 に は , 看護や医

療を取り巻く こ う した 状況 に対す る看護関係者 の

危機意識から出て き て い る よ う に 思 われ る
. 機械

化 さ れ た 臨床現 場で バ タ バ タ と 時間 に 追 わ れ ,
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｢ 人間｣ そ の も の が見え に くく な っ て い る現実か

ら, 本来 の 人間的触れ合 い を取り戻そ うとす る彼

等ま た は 彼女達 の 憧慣 に も似た願望が そ の 底 に あ

る の で はな い だ ろうか
. さ ら に

,
こ の 動きを後押

しし て い る力と し て
,

こ こ 十年く ら い の 日本社会

の 変化もあ る よ うで あ る .
こ の 社会 は

,
こ れま で

人間 の 内面を直視す る こ となく
,

ひ たす ら走り続

けて き た の だが
, そ の 果て に

, 数々 の ひずみを生

じ る に い た っ た . そ して 今,
そ の 反省か ら医療界

に あ っ て は , ｢ 全人的医療｣ と い う概念も強調さ

れ始め て い る . ま た
,

人間 の 生と死 の 問題 へ の 関

心か ら現在, 終末期医療や生命倫理 も注目され る

よ う に な っ て き た
. 看護関係者 の ケ ア リ ン グ へ の

関心 は
,

こ う した社会 の 変化とも無関係 で は な い
.

そ れ は 一 方で
, 殺伐とし て乾き切 っ た社会 に , 香

護 の 力で人間的な潤 い や粋を回復し よ うとす る 運

動で あ る とも受け取れ る の で あ る .

本稿で は
,

こ の ケ ア リ ン グと看護 に つ い て考察

して み る が
, 特に そ の 中で

,
｢ も て な し｣ と い う

と こ

視点 に お け る ｢床｣ の 意味 に注目して み る つ もり

で あ る. なぜ なら ｢ 床｣ こ そ看護行為 の 最重要な

部分 で あり ,
こ れ に よ っ て

,
ケ ア リ ン グ の 深 い 意

味を再確認 で き る の で は な い かと考えたか らで あ

る . 聖書と ベ ネ デ ィ ク ト ウ ス の 『戒律』 に そ の 思

想的背景を探 っ た上で
, 最後 に ケ ア リ ン グ ･ マ イ

ン ド に裏付け られ た ｢ ケ ア リ ン グ文化｣ の 再建を

主 張して み た い と考え て い る.

ケア リ ン グと看護

オ ッ ク ス フ ォ
ー ド英語辞典 に よ る と

,
ケ ア ( c a r e)

に は大まか に分類し て
, 2 つ の 意味があ る と い う.

1 つ は
, c a ri n g a b o u t で 表現され る

, 人や そ の

状態 に対す る態度 や 感情, 心 の 状態 を示す も の

で
,

2 つ 目は
, c a ri n g f o r で示 さ れ る ス キ ル の 行

使 を意味す る も の で あ る
.

そ し て
,

ジ ュ ッ カ ー

( J e c k e r
,
N .S .) と セ ル フ ( S elf

,
D . ∫.) に よ れば

,

看護行為 ( n u r si n g ) は こ の 2 つ の 意味を伴 っ た

時に は じ め て 完全 な も の と され る の で あ る
Ⅰ)

.
っ

ま り対象と な る人々 に深く想 い を巡 らす こ と な く

し て
, 真 の 看護行為 は 生 じな い で あ ろ うし

,
ま た

,

深く想 い を巡 らす の み で 実行 が伴わ な けれ ば
, 相
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手 の 状態 は何も改善され る こ と は な い
. 看護行為

( n u r si n g ) が本来 ,
c a ri n g a b o u t と c a ri n g f o r

の 意 味か ら な っ て い る と した ら
, 看護 は c a ri n g

そ の もの
,

つ ま り, 相手を ひ たすら気遣い っ つ そ

の 利益 の た め に 行動す る こ と で あると い っ て も よ

く ,
ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ド ( c a ri n g m i n d) と は

,

そ うした ケ ア リ ン グをなすた め の 基本とな る心 の

あり方で あると考え られる
.

と こ ろ で
,

ケ ア と対比され る語と して キ ュ ア

( c u r e) が あ る . 今で は キ ュ ア は ｢ 治療｣ と訳さ

れ
,

ケ ア と対立 した概念 の よ う に扱わ れ て い る.

しか し
,

キ ュ ア ( c u r e) は , オ ッ ク ス フ ォ
ー ド英

語辞典 に よ れば , もと は ラ テ ン 語 の c u r a r e よ り

き て おり ,
そ れ は c a r e f o r ( め ん どう をみ る) や

t a k e c a r e o f ( 気遣う) を意味し て い たと い う .

し た が っ て
,

そ こ に は今日用 い られ て い る よ うな
,

ケ ア と切り は なされ た ｢ 治療｣ の 意味は は と ん ど

な か っ た . す べ て は ケ ア リ ン グ が基本に あ っ た の

で あ る . た とえ こ れを ｢ 治療｣ と訳し て も
,

よ く

考えれば
,

そ こ に献身的な ケ ア リ ン グがなければ
,

人 は決して 癒さ れる こ と は な い だ ろう. こ う した

意味か らす る と
, ケ ア リ ン グ は看護 の み ならず,

医療行為そ の も の の 基本理念で あ る と い う こ とも

で きる
. 黒岩 は こ の よ うな視点 で

,
キ ュ ア と ケ ア

を包括 した ｢ 癒し｣ を医療 の 新たな概念と して 提

唱し て い た
2 )

.

しか し,
こ こ で は ケ ア リ ン グを広く 医療と い う

よ り も, 看護 の 視点 に絞 っ て 見て い き た い
.

看護の起源 と愛の 実践

看護行為 は もと もと ド メ ス テ ィ ッ ク な行為と し

て 出発した . 家庭内に
,

あ る い は同じ集落の 中に
,

病ん で い た り負傷した 人が い れば
,

や む に や まれ

ぬ 同情心 をも っ て あ る者は援助 の 手を差 し伸 べ た
.

こ れ が 看護 の 始ま り で あ っ た と多数 の 看護史家達

は述 べ て い る . そ こ に は
, 単に同族 の 人々 の 生命

を守り た い と い う意思以外に
, 人類 に ア プ リ オ リ

に備わ っ た同情心 ( あ る い は共感) の 発露 が あ っ

た よ う に 思 わ れ る
.

そ れ が後に
, 自然な 形で 宗教

的な理念と結合し
,

そ の 中で
, 意味内容を強化さ

せ て 発展し て い っ た と言え る だ ろ う.
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具体的 に み て ケ ア リ ン グ は
, 例えば

,
聖書に記

され て い る ｢ 愛 の 実践｣ や, さ ら に
, 仏教 の 慈悲

の 行為とも相通 じる概念 で あ っ た
.

だか ら
,

そ れ

は主と して キ リ ス ト教 の 隣人愛や仏教 の 菩薩業 の

一 環と して , 熱心な信仰者 の 手に よ っ て広め られ
,

救療活動 へ と開花して い っ た の は言うま で もない
.

看護や医療 の 歴史をみれ ば
一

目瞭然 で ある.

こ う した理 念 の 依 っ て 立 っ 思想を考察すれば,

｢ ケ ア リ ン グ｣ の よ り具体的な内容が明らか に な っ

て く る こ とだろ う. 今から そ れをみ て み た い
.

こ

こ で は
,

とく に聖書 に おけ る ｢ 隣人愛｣ の 思想を

分析して み よ う.

｢ 小さき人々｣ へ の愛と ｢ もて な し｣

キ リ ス ト教 の 中心理念は言 うま で も なく , ｢ 隣

人愛｣ で あ る の だが
,

こ れ は新約 の みならず, 旧

約聖書も含め た聖書全体を貫く重要な理念で あ る.

と こ ろ で ,
こ こ で い う ｢ 隣人｣ と は誰 の こ とを い

う の だろうか .

ル カ に よ る福音書 の 10 章に は有名

な ｢ 良き サ マ リ ア 人 の たとえ｣ が出て くる の だが
,

こ の 中で
,
｢ 隣人｣ に つ い て の 明確な説明が なさ

れ て い る . 聖書 に おけ る ｢ 隣人｣ と は
, 物理的な

遠近を指す こ とば で は な い
.

こ の たとえ は
, 強盗

に襲われ傷 っ い た旅人を見知 らぬ 通りがか り の サ

マ リ ア 人が助け
, 宿屋に 連れ て い っ て 介抱し た と

い う話で あるが ( ル カ10 の2 5
-

3 7) , ｢ 隣人｣ と は

ま さ に ｢ 隣人に な る｣ こ と が で き る性質 の 概念 で

あ る と い う . 端的 に い っ て
,

聖書的な ｢ 隣人愛｣

と は
,

こ こ で示され て い る よ う に , 具体的な他者,

とく に ｢ 小さ い 人々｣ へ の 愛の実践を表す こ とば

で あ る .

しか し,
さ ら に説明が必要 で あ る .

こ の 場合,

｢ 小さ い 人々｣ と は い っ た い 誰 の こ と を い っ て い

る の だろ うか
.
｢ 小さ い 人々｣ は聖書 の 中で は ,

必ずしも子供 で あ る とか体 っ き の 小さ い 人 の こ と

を意味 し て い る の で は な い
.

そ う で は な く ,
そ れ

は 助けを必要として い るす べ て の 人 々
,

とりわけ
,

貧者, 病人, 障害者 , 旅人
, 苦悩す る人, 蔑視 さ

れ て い る人 々 等 ,
とく に弱 い 立場 に い る人間を指

し示す こ とば と して 用 い られ て い る の で あ る. 千

供も助 けを必要と して い る の で
,

もち ろ ん ｢小さ

い 人｣ の 範時に は入る の だが
,

そ れだ けを指 して

い る の で は な い と い う こ とを銘記して おき た い
.

｢ 隣人愛｣ と は
,

とく に こ う し た人々 に対する具

体的な実践 の 愛な の で ある . 聖書的な愛と は
, 帆

上で論 じ る あ こ がれ の 中 の 抽象的な愛で は なく ,

始めか ら終わりま で ｢ 実践 の 愛｣ で あ る
.

そ し て 愛 の 実践 の 具体的な方法 の 一

つ が
, ｢ も

て なし｣ ( h o s p iti u m ) の 行為で あ っ た の だ
. 聖書

に は こ の ｢ もて なし｣ を示す描写が
, 新約, 旧約

を問わずに頻回 に 出て く る
.

｢ も て な し｣ と 日本語 で 訳 され て い る 語 の 語

源 は ラ テ ン 語 の h o s p iti u m で あ る .
こ の 語か ら

h o s p ic e やh o s pit al , h o t el 等 の 語が生ま れ て い る

の をみれば
,

b o s piti u m が い か に奥行き の 深 い 思

想で あ る かが よ くわか る で あろう . と こ ろ で
,

聖

書 の 中で描写され て い る ｢ もて なし｣ の プ ロ セ ス

に は 一 定 の パ タ ー ン があ る こ とがわか る .
つ ま り

,

旧約, 新約聖書を問わ ず,
｢ も て な し｣ が実践さ

れ る時に は
,

お お よ そ次 の よ うな経路を辿 っ て い

る の で あ る
.

つ ま り, 具体的な他者,
こ と に ｢ 小

さ い 人｣ がまず,
ある人 の 家に招かれ, 食事を与

えられ る
.

そ し て彼 ( 女) は そ こ で 休息を取り,

日 々 の疲れや労苦を癒され て
, 再び元気 に な っ て

出発す る の で ある. 招かれる人物 は時に
,

そ の 地

方 の 名士で あ る とか , 使徒 で あ っ たり予言者 の 場

合もあ る の だが, 多く は ｢ 小さ い 人々｣ で あ っ た
.

そ して
,

こ の ｢ もて な し｣ に よ る休息と癒 し の 中

JL ､ に は ｢ 床｣ ( b e d) が存在して い た の で あ る .

看護にお ける ｢ 床｣ の意味

こ こ で
,

｢ 床｣ が ｢ も て な し｣ の プ ロ セ ス の 中

JL ､ に存在し て い た とす る と
,

そ れ は実践 の 愛 の 具

体例 で あ る h o s p iti u m の シ ン ボ リ ッ ク な意味と

し て浮かび上が っ て く る こ と に な る.
つ ま り,

聖

書に お い て
,

｢ 床｣ は単 に寝る場所 で は なく
,
｢ 安

ら ぎ と癒 し｣ を具 現化す る場 と して 存在 した の で

あ る.

一 方,
そ の ｢ 床｣ は看護行為 に お い て も中心 的

な場を占め て い る こ と は言うま で もな い
. ｢ 床｣

は病人が
一

日 の 大半を過 ご し, 睡眠を取り病を癒

す場で あ る か らで あ る
.

そ の 意味で
, 床は ナ イ テ ィ
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ン ゲ
ー

ル も言う よ う に
, 看護職務 の 最重要な部分

と し て 存在す る
3 )

. し たが っ て
, 今,

｢ 床｣ に つ

い て背景と思想を考察する こ とは
, 看護行為と直

接 っ ながる ｢ ケ ア リ ン グ｣ の 意味を再確認する こ

と に もな る だ ろう. もちろ ん , ｢ 床｣ が ケ ア リ ン

グ の す べ て で あ る と言 っ て い る の で は な い
.

しか

し, そ れ に は ケ ア リ ン グの 象徴と し て の意味があ

る の で る .

そ れ で は
,

こ れか ら ｢ 床｣ の 背景 に あ る意味を

｢ 安 らぎと癒 し の場｣ と い う視点 の もと に
, 聖書

と修道会規則 の 中に探 っ て み よ う .
そ うする こ と

に よ っ て
,
｢ も て な し｣ と深く関連す る ケ ア リ ン

グ の 重要性 に つ い て もわか る だろう .

聖書の 中にみ る ｢ 床｣

聖書
4 )

の 中に み る ｢ 床｣ の シ ン ボ リ ッ ク な意味

杏
,

こ れか ら
,
(彰 ｢『も て なし』 の 実践 の 中で｣

と い う視点と
, ② ｢ 休息と回復,

死と復活｣ と い

う視点 の 二万向か ら考え て み た い
.

① ｢ もて なし｣ の実践の中で

隣人愛 の 実践例と して の ｢ も て なし｣ は聖書 の

さま ざま な箇所 で
,

そ の 記述を目に する こ とが で

き る
.

こ こ で は
,

そ の ごく
一 部を引用し つ つ

,

｢ 床｣ の シ ン ボ リ ッ ク な意味を考え て み た い
.

< 創世記2 4 の30 - 3 1 >

｢ ･ ･ ･ 彼が行 っ てみ る と, 確か に泉の はとり

の らくだの そばにそ の 人が立 っ て い た ｡ そ こ でラ

パ ン は い っ た｡ 『お い で くださ い
｡ 主 に祝福され

たお方, なぜ町の 外に立 っ ておられ る の ですか｡

わた しがお泊まりになる部屋もらくだの休む場所

も整えました』｣

こ の 話は ア ブ ラ - ム が年寄り の しも べ に
, 自分

の 故郷 に行 っ て
, ひ とり の 女性 で あ る リ ベ カ を,

息子 イ サ ク の 嫁に す る た め に
, 連れ て く る よ う に

頼ん だと こ ろか ら始ま る .
ア ブ ラ - ム の 命令を受

けた しも べ は ア ラ ム ･ ナ - ラ イ ム に行く . そ こ の

泉 ( 井戸) の 傍ら に着 い た時,
そ の リ ベ カ が や っ

て く る . ア ブ ラ - ム は前も っ て
,
｢ 水を飲ま せ て

く だ さ い｣ と頼ん だ時に飲ま せ て く れ る女性が い
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たら
,

そ れがリ ベ カ だと教え て お い た. しも べ に

会 っ た リ ベ カ は
,

｢ わ た し の 家に 釆て 泊ま っ て く

ださ い｣ と誘うも, 彼が遠慮したために, 家に帰 っ

て兄で あ る ラ パ ン に そ の こ と を告げる
. すると,

ラ パ ン が今度 は そ の 泉 の と こ ろ に や っ て き て
, し

も べ に ｢ 部屋も準備 しま したか ら, さ あ, 釆て泊

ま っ て く ださ い｣ と誘 っ た の で あ る .

現代と異な っ て
, 交通手段が何 もなく, ラ ク ダ

以外に頼るす べ の なか っ た当時, 砂漠 の 旅が どれ

は ど困難なも の で あ っ たか, 想像 で き な い は ど で

あろう . だか ら
,

そ の 時代 に ｢旅人｣ で あると い

う こ と は, そ の まま ｢ 小さ い人々｣ の カ テ ゴ リ
ー

に入 っ た . さ ら に渇き の 問題もあ っ た
.

イ ス ラ エ

ル を旅行 した こ と の ある人で あれば
, 乾燥 しき っ

た大地を歩き続 け る こ とが ど ん なも の で あ る か よ

く わか る だろう . だか ら, しも べ は到着す る と,

ま っ 先に泉に立ち寄 っ た の で あ る .
こ う して やさ

し い誘 い を受け, ア ブ ラ - ム の しも べ は リ ベ カ の

家に泊め て もらう こ と に な っ た
. そ こ に は暖か い

部屋が既に用意され て い た
. しも べ は兄妹 の JL ､ か

らの 歓待を受け, そ の 夜, 心地 よ い 床で 安らか な

眠り に就い た こ と で あろう.

< 土師記19
-

9 >

｢『日もかげ っ て きて夕方です｡ もう 一 晩お泊ま

りくださ い ｡ こ こ に泊ま っ て く つ ろぎ, 明朝出か

ける こ とに しては どうですか』｣

こ れ は ,
ユ ダ に あ る ベ ツ レ ヘ ム の 一 人 の 父親と

娘 の 話で あ る.
こ の娘 は レ ビ人 の 側女 に な っ て い

た が
, ある日

,
父親 の 家に帰 っ て しま う.

レ ビ人

も追 い か け て そ こ に や っ て きた . そ し て幾晩も泊

ま っ て 食 べ たり飲ん だり した . あ る 日
, 彼が 出発

し よ うとす る と, 娘 の 父親は そ の レ ビ人に
,
｢ も

う日が暮れ よ うとし て い る の で , もう
一 晩泊ま っ

て い か れ て は ど う で す か｣ と言 っ た の で あ る .
こ

の 娘と, 彼女が側女とし て
一

緒に暮ら して い た レ

ビ人 は必ず しも仲が よ く なか っ た よ う で あ る が
,

娘 の 父親 は そ ん な彼も歓待し て家に 泊め
, 食 べ た

り飲ん だりさ せ なが らもて な し た の で あ る
.

そ し

て
, 彼が 出発 し よ うと し た夕方,

こ うし た こ とば

を放 っ て引き止め た
. 現代 と違 い

, 当時 の 夜 の 旅

が どれ は ど危険 で あ っ た かを理解す る な ら
,

こ の
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父親 の 行為は愛情 に溢れたも の で あ っ たと い える.

レ ビ人は こ の よ うな暖か い 気持ち に答え て
,

心地

よ い床で また 一 晩を過 ごした こ と で あろう.

< 列王記下4 の 9 - 10 >

｢ 彼女は夫に い っ た｡

- ･ 『あの 方は聖なる

神の人で ある こ とがわかりま した｡ あの 方の ため

に階上 に壁で 囲 っ た小さな部屋を作り, 寝台と机

と椅子と燭台を備えま し ょう｡ おい で の時はそ こ

に入 っ て い ただけます』｣

こ れ は予言者 エ リ シ ャ の 話で あ る
.

あ る 日
,

エ

リ シ ャ は シ ュ ネ ム に 出かけ て い っ た
.

そ こ に
一 人

の 裕福な婦人が い て
, 彼を引き止め食事を勧め た .

そ の 後, 彼は そ こ を通 る た び に立ち寄 っ て 食事を

する よ う に な る .
そ して あ る 日 の こ と

,
そ の 婦人

は 夫に上記 の よ う に語 っ た の で ある.

当時,

ユ ダ ヤ の 予言者は貧しく , 困苦 に満ち た

生活 の 中で 多く の 人々 に教え を説 い て い た.
そ の

生活は旅から旅 へ の 生活 で あ っ た .
こ うして 旅を

しながら心身とも に疲れ果て た彼 の 身に ,
こ の 婦

人 の 好意が どれ は ど力を与え た こ と か計り知れな

い
. 始め の うち

, 彼女 は食事 の みを提供し て い た
.

しか し, 回数を重ねるうち に
, 寝台と机と燭台を

備え た部屋ま で用意し て
,

エ リ シ ャ をも て なすよ

う に な っ た の で あ る. 予言者 は こ の JL ､ づ く し の 部

屋で
,

そ の 床に身を横たえ て 疲れ を癒し
,

再び活

力を得て 出発した こ とだ ろう.

< イ ザ ヤ書58 - 7 >

｢ 飢えた人にあなたの パ ン を裂き与え ,
さ迷う

貧し い 人 を家に招き入 れ 裸の 人 に会えば衣を着

せか け, 同胞に助けを惜 しまない こ と｣

こ れ は イ ザ ヤ 書 の
一 節で あ る . 詩 の 形態で教え

が述 べ 伝え られ て い る こ の 書は
, 読む者 の 心 に 深

く迫る も の が あ る .
こ こ で は

,
｢ 小さ い 人々｣ へ

の 愛 の 実践 の 具体例が明確に 示され て い る . 家に

招き入 れられ た ｢ さ迷う貧 し い 人｣ は , 暖か い 食

事を与え られ, 気持ち の よ い 床で 心 ゆくま で安ら

ぎ憩 っ た こ と で あ ろ う .
こ うして

, 彼等や彼女等

は癒 さ れ, 再び元気 に な っ て出て い く の で あ る .

< 使徒言行録16- 15 >

｢ そ して彼女 も家族 の 者もバ ブテ ス マ を受けた

が, そ の 時
,

『わ たしが主を信 じる者だとお思い

で した ら
,

どうぞわ たし の家に来てお泊まりくだ

さ い』 と い っ てわたし達を招待し ･ ･ ･ ｣

こ れ は パ ウ ロ が テ モ テ を連れ て
,

マ ケ ド ニ ア の

フ ィ リ ッ ピ へ 宣教旅行 に行 っ た時 の 話で あ る
. 彼

等は安息日 に町 の 門を出て
, 祈り の 場所で あ っ た

川岸 へ 行 っ た . そ こ に は既に他 の 使徒達が集ま っ

て い た. そ して 彼等の周りを話を聞く た め に や っ

て 来た婦人連が取り囲ん で い た
. そ の 中に リ デ ィ

ア と い う信心深 い 女性も い たが , 彼女と家族 は そ

こ で バ ブ テ ス マ
_
( 洗礼) を受け,

パ ウ ロ 達に上記

の よ う に語りか けた の で ある .

パ ウ ロ は迫害 の 中で
, 非常 に困難な旅を続け な

がら宣教して い た. だから
,

リ デ ィ ア の よ うな人々

の ｢ も て なし｣ がなければ
,

彼 の 宣教も途中で挫

折し て い たかも しれな い
. 迫害と過酷な旅で疲労

困燈状態に あ っ た 人間 パ ウ ロ は
,

こ の 信心深 い 女

性 の 家で , 心か ら安らぎ
,

疲れ を取り , 活力を回

復さ せ た こ と で あろう.

< ル カ に よ る福音書24 - 2 9 >

｢ わた し達と
一 緒にお泊まりくださ い ｡ そ ろそ

ろ夕方になりますし, もう日 も傾い て い ますか ら｣

こ れ は有名な エ ン マ ウ ス の 弟子達 の エ ピ ソ
ー ド

で あ る. イ エ ス が十字架上で 処刑され た後, 3 日

目に よ みが え っ た こ とを多く の 弟子 は知らなか っ

た
.

そ の ため彼等は そ れぞれ故郷 に帰 っ て い こ う

とし て い た の で あ る. ある日 の こ と
, 弟子 の

一

部

が故郷 に帰る た め に エ ン マ ウ ス の 野を歩 い て い た .

そ の 時見知 らぬ 旅人が近づ い て き て
, 彼等 に話し

か け な が ら つ い て 行く . 彼等 が宿に到着し た時に

は既に夕暮れ時で あ っ た
.

そ こ で 彼等 は こ の 旅人

に
,

一 緒 に こ こ に泊ま らな い か と誘 っ た の で あ る.

土師記 で も み た よ う に
, 当時,

日が暮れ て からも

旅を続 け る こ と は
, 危険きわまり な い こ と で あ っ

た か らで あ る
.

そ こ で
,

旅人 は こ の 誘 い に喜ん で

応じ る
.

そ して 彼等が
一 緒に夕食 の 席に つ き

,
派

人が パ ン を裂 い た時, 彼等 の 目が開か れ て ,
こ の

旅人が復活し た イ エ ス で あ っ た とわか る の で あ る
.

し か し
,

そ の 瞬間,
旅人 の 姿 は見え な く な っ て し
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ま っ た .

こ の エ ピ ソ
ー ド に も ｢ も て な し｣ の 精神 の 発露

がある . 当時 の 旅 の 困難さ を考えれば, 既述 した

よ う に
, 旅人は み な ｢ 小さ い 人｣ で あ る とも い え

る . 弟子達 は こ こ で , 師 の 教え を実践 し
,

そ の

｢ 小さ い 人｣ をもて な そうと した の で あ る . そ し

て
, そ の 人が実は イ エ ス ご自身だ っ た と い うわ け

で あ る . イ エ ス は福音書 の 他 の 箇所 で こ うも言 っ

て い る . ｢ わた し の 兄弟 で あ る こ の 最も小さ い 者

の
一 人に し た こ と は

,
こ と ごとく わ た しに して く

れ た こ とな の で あ る｣ ( マ タ イ 2 5 - 4 0) と
.

< ル カ に よ る福音書10 の33 - 3 4 >

｢ ･ ･ ･ と こ ろが旅を して い た あるサ マ リア人

は
,

そ ばに来ると
,

そ の 人 を見て憐れに思い
,

近

寄 っ て きて傷に油とぶ どう酒を注ぎ
, 包帯を して

自分 の ろばに乗せ
, 宿屋に連れ て い っ て介抱した｣

こ れ は既述 した ｢良き サ マ リ ア 人 の た とえ｣ の

中 の
一 節で あ る . ｢ 隣人を愛せ よ｣ の 隣人と は誰

かと聞かれ た イ エ ス が
,

たとえをも っ て 教え よ う

と した の で ある. 追 い 剥 ぎに襲われ て半殺しに あ っ

た 人を , 通りかか っ た見知ら ぬ サ マ リ ア 人が助 け

る
.

一 方, 当時 の エ リ
ー

ト で あ っ た律法学者や祭

司達 は見て 見ぬ ふ りを して 通り過ぎて しま っ た
.

だから
,

こ こ で そ の 負傷者 の 隣人と な っ た の は
,

ユ ダ ヤ人と は 日頃仲 の よ く なか っ た サ マ リ ア 人で

あ っ た と い うわ けで あ る . ｢ 隣人｣ と な っ て くれ

た そ の 人に
, 宿屋で 介抱さ れた憐れ な負傷者 は

,

暖かな床で 傷ばかりか心ま で も癒され る体験を し

た こ とだろう.
こ れ は たとえ話で あるが

, 十分 こ

の よ う に想像 で き る.

< ロ ー マ の 信徒 へ の 手紙1 2 -

13 >

｢ 聖なる者達 の 貧しさを自分 の も の と し て彼等

を助け, 旅人を もて なすよう に努めな さ い｣

こ れ は
,

パ ウ ロ が ロ
ー

マ に い る信徒達 に宛て た

手紙 の
一

節で あ る
.

こ こ に お い て
,

パ ウ ロ は具体

的な変 の 実践を勧め
, 例え ば

, 当時 は大変 な労苦

を伴 っ た旅人を ｢ も て なし｣ の 実践愛 で助 けなさ

い と教え 諭 して い る の で あ る ｡

以上 , 旧約お よ び新約聖書か ら若干 の 具体例を
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引きながら, 聖書 に お け る隣人愛 の
一

手段と し て

の ｢ も て なし｣ に つ い て 概観 して み た . こ うした

引用を通し て
, 先に述 べ た ｢ も て な し｣ の プ ロ セ

ス が多少と も明らか に な っ た こ と で あろう .
そ し

て そ の プ ロ セ ス の 中に は
,

たとえ明示され て い な

く て も, ｢ 床｣ が常に 存在し て い た の で ある .
こ

れら の
一 連 の 具体的な行為 に ケ ア リ ン グの 本質で

ある気遣 い ( c a ri n g a b o u t) が読み取れ る . ｢ もて

な し｣ の 実践 ( c a ri n g f o r) は こ の 気遣 い を基に

して 生ま れたも の で あ っ た
.

②眠り : 休息と回復 ･ 死 と復活

こ の よ う に
, ｢ もて な し｣ の 中心 に位置す る床

は
, 言うま で もなく, 多く の 場合, 眠り ( 安らぎ)

の 場所 で もある
. 人間 の 休息 は信頼と依託 の 徴と

して 聖書に お い て も讃えられ て い る .

｢ 平和の うちに身を横たえ, わた しは眠ります｡

主よ , あなただけが確か にわ たしをこ こ に住まわ

せ てくださる の です｣ ( 詩編 4 - 9)

そ してJL ､ に やま しきと こ ろ の な い 人々 は ぐ っ す

りと眠り に就く こ とが で き る と い う
.

｢ 働く者の 眠り は快い ｡ 満腹 して い て も
, 飢え

て い て も, 金持ちは食 べ 飽き て い て眠れ ない｣

( コ へ レ ッ ト の 言葉 5
-

l l)

ま た
,

一 方で
, 眠り は夜 の 闇に包まれ て死 の 象

りとな る こ ともある . し た が っ て
, 眠りが人祖 の

罪から生じた死 の 状態 ( 注1) を意味す る なら,

そ こ か ら覚醒す る こ と ば
, 悔 い 改め と生命 へ の 復

帰と もな る
.

こ れ こ そ , 死と復活 の 象り で あ る .

惰眠を貴 る エ ル サ レ ム に 神は
,

｢ 目覚めよ
,

目覚

めよ
, 立ち上が れ エ ルサ レム｣ ( イ ザ ヤ 書51 - 1 7)

と諭す. 聖な る 都 エ ル サ レ ム の こ うし た覚醒 は
,

言わば真 の 復活 で あ る
. 塵 の 中に横た わ る者が目

覚 め る か ら で あ る.

病者が床 の 中で
,

も て な し の 愛 に よ っ て 信頼 の

うち に眠り に就き , 時に は病魔 ( 夜 の 闇) と戦 い

な が ら覚醒す る時, 彼等 や彼女等 は癒 しを体験す

る の で あり, 死か ら の 復活 の 希望 の 中で新た な 力

を獲得す る
.

こ の 時, 病者は単に肉体的 に癒さ れ

る ば か り か
,

も っ と深 い 次元 で の 魂 の 癒 しも体験

す る こ と に な る . そ れ は とりも な お さ ず , 聖書的

に 見れば
,

ケ ア の 担 い 手 の 中に 現存す る神 の 癒し
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の み業で あ る と言 っ て よ い .

そ して こ の 休息と癒し の 連鎖 は
,

彼等ま た は彼

女等をし て , 魂 の 約束 の 地 ,
すなわ ち雅歌 の 花嫁

が そ の た め に息絶え る こ とを願 っ た は ど の 決定的

な憩 い の 中に
,

い っ か は入る こ と を熱望さ せ る の

で あ る.

ベ ネデ ィ ク トウ ス 『戒律』 に みる ｢ 床｣ と

｢ もて な し｣

聖書 に おけ る愛 の 実践 の 具体例で ある ｢ も て な

し｣ は
,

ベ ネ デ ィ ク ト ウ ス 『戒律』 (R e g u l a S a n ti

B e n e di cti) の 中で 開花 した と言 っ て も よ い
. 請

は こ こ から ヨ ー ロ ッ
パ の 中世初期 に飛ぶ

.

ヨ ー ロ
ッ

パ の 中世紀 は , 言うま で もなく , 修道

院文化が開花し た時代 で ある. 当時, 修道院 は祈

り の 拠点で あ る ばかりか, 学問, 芸術, 医療 の 中

心地で もあ っ た
.

こ の 時代 の 多く の 医療施設 は修

道院に付設され た も の で あり, そ こ に おけ る修道

者達 の 活躍 は
,

まさ に聖書的な ｢ も て な し｣ の 精

神を ｢小さ い 人々｣ に具現化す る も の で あ っ た の

だ .

こ うした修道生活 の 基盤を作 っ た の が ベ ネ デ ィ

ク ト ウ ス ( B e n e di ct u s) で あ っ た
.

ヌ ル シ ア で 貴

族 の 子とし て誕生 した こ の 人は ,
ロ

ー マ で の 遊学

時代 に世 の 道徳的腐敗 に 心 を痛め
, やが て ス ビ ア

コ の 森 の 隠遁生活 に入 っ た と言われ て い る . そ し

て仲間とと も に
, 福音的理想を実現する た め に 修

道会を創設し た の で あ る. や が て ベ ネ デ ィ ク ト ウ

ス の 会は モ ン テ ･ カ ッ シ
ー

ノ 山上 に修道院を建設

し, さ ら に ヨ ー ロ ッ
パ 各地 へ と広が っ て い っ た

5 )
.

『戒律』
6 )

( 注2) と は , ｢ 聞け子よ
, 師 の 教訓 に

心 の 耳 を傾 け よ｣ ( O b s c u lt a
,

o fili
, p r a e c ep t a

m a g i st ri
,

et i n cli n a a u r e m c o r di s t u 主) と い う こ

とば で 始まる緒言と全73 葺か ら な る規則書 で あ る

が
,

｢ も て な し｣ や ｢ 床｣ と の 関連 で み て い く

と
,

と く に
,

36 章 の ｢ 病 ん で い る修友｣ ( D E

I N F I R M I S F R A T R I B U S) と5 3 章 の ｢ 来客 の 接

待｣ ( D E H O S P I T I B U S S U S C I P I E N D I S) が 重

要 で あ る .
こ れ ら の 章は ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ドで

溢れ て い る
.

① 『戒律』 の36 章( D E I N FI R M IS F R A T R 旧 U S)

『戒律』 の 36 章で は
,

｢ 病ん で い る修友｣ ( 修友

と は仲間 の 修道士 の 意味) に 関す る教訓が述 べ ら

れ て い る . 若干, 引用 して み よ う.

り

I n fi r ll1 0 r u m e u r a a n t e O m n i a et s u p e r

o m ni a a (lb i b e n d a e sti
,

u t si e u t r e v e r a C b ri st o

it a ei s 5;e r V i a t u r
, q u l a lp S e di x it : t n fi T

･

m u S

f u i, et ui:sit a sti s m e
,

et .

･ Q u o d f e ci s ti s u n i d e

hi s m i n i m i s , m ihi f e ci sti s .

"

(3 6 : 1 - 3)

( 和訳 : ｢ 何 よ りも先に
, 何 ごと に も越え て

,

病人 の 世話をし,
キ リ ス ト ご自身に対し て の よ う

に奉仕す べ き で あ る｡ キ リ ス ト は御みずか ら 『わ

た しが病気を した時,
あなた方は わ た しを見舞 っ

て くれ た
⊂q ま た , 『あな た方が こ の も っ とも小さ

い 兄弟 の ひ とり に して く れ た こ と は, こ と ごとく

わ た し に して くれ た こ とだ』 と い われ た か ら で あ

る｣)

こ こ で は ま ず, 病人 へ の 世話 は
,

あたかも キ リ

ス ト に対す る奉仕で あ る か の よ う に す る べ き で あ

る と記され て い る
.

なぜ なら
, 病人 の 内に ま しま

す の はキ リ ス ト ご自身 に他ならな い か らで ある.

そ れ は聖書 の
,
｢ わた しが病気をした時,

あな た

方は わたしを見舞 っ て くれた｣ と い う こ とば に よ っ

て 明らか で あ る.

したが っ て , 世話を担当す る者と して は
, 神を

畏敬 し勤勉で 注意深 い 修友が選 ばれ る べ き で あ っ

た . そ して 病人 に は別 の 住ま い が許され る等 の 特

別待遇がii え られ る の で あ る .

"

Q u ib u s ∫r a .t rib u s i n fi r m i s sit e ell a s u p e r s e

d e p u t a t a et s e r v it o r ti m e n s D e u m e t dilig e n s

a e s o11i eilニu S .

"

(3 6 - 7)

( 和訳 : ｢ 病人 に は 別 の 住ま い を与え
, 神 を畏

敬 し勤勉で 注意深 い 修友を指名して
,

そ の 世話 に

あ た らせ る｣)

そ し て世話係 は
, 病人 に手 の 届か ぬ と こ ろ が な

い よ う に 注意を払 い っ つ 忍耐をも っ て 仕え る 必要

が あ る. さ ら に , 修道院長 ( ア ッ
バ ス) は病人 が

病室係 か らな お ざり に さ れ て苦 しむ こ とが な い よ

う に
, 最大 の 配慮を注が ね ばな らな い の で あ る .

こ こ に は
, 現代 で も通用 す る看護 に当た る者 の

心 が ま え と要求 さ れ る資質が 述 べ ら れ て い て 興 味

- 7 -



ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ド

深 い
.

つ ま り, 真 の ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ドが看護

する者達 に求め られ て い る の で あ る. 聖書 に お け

る愛と は
, 具体的で実践を伴うも の で な ければ な

らなか っ たが
, 厳 し い 修道生活 に お い て も, 病人

等弱 い 人々 へ の 愛 の 実践が どれ は ど細やか で人間

性を考慮 したも の で あ っ た か
,

こ れ ら の 記述を読

ん で わか る で あ ろう. ｢ 床｣ に 関して 言えば
, ｢病

人に は別 の 住ま い を与え｣ とあ る . つ ま り,
ふ だ

ん修道士が休む大部屋 で は なく
, 病室が与え られ

た こ とがわ か る .
こ の 病室 で

,
｢ 床｣ に も特別な

配慮が施され た こ と は十分 に 理解で きる の で あ る .

② 『戒律』 の53 章 ( D E H O S PI T 旧U S S U S C IP ト

E N D IS)

『戒律』 の5 3 章に は
,
｢ 来客 の 接待｣ に関す る教

訓が述 べ られ て い る が
,

とく に こ の 章は ｢ も て な

し｣ の 具体的なあり方を述 べ た最も輝 け る章で あ

る
. 幾 っ か の 箇所を引用して み よ う.

以

O m n e s s u p e r v e ni e n t e s h o s pit e s t a m q u a m

C b ri s t u s s u s ei pi a n t u r
, q u l a lp S e di c t u r u s e st :

●

H o s p i s f u i et s u s c ep i s ti s m e . E t o m n ib u s c o -

n g r u u s h o n o r e x hib e a n t u r
, m a x i m e d o m e sti e -

i s fi d ei e t p e r e g ri n i s .

"

( 5 3 の ト2)

( 和訳 : ｢ す べ て の 来客を キ リ ス ト ご自身と し て

も て なさ なければな らな い ｡ なぜ なら キ リ ス ト お

ん 自ら, い っ の 日か
,
『わ た しが旅を して い た時

に
, あなた方は宿ら せ て くれ た』 と仰せ られ る は

ず で あ る か らで あ る ｡ す べ て の 来客
,

とりわけ信

仰 に お い て 兄弟 で あ る人々 お よ び旅行者 に対 して
,

そ れぞれ に かな っ た 奉仕をしなければな らな い｣)

こ こ に は, こ れま で聖書 に お い て見て き た 具体

的な ｢ も て なし｣ の 精神 の 発露が あ る.

"

U t e r g o n u n ti a t u s f u e rit h o s p I S , O C C u r r a t -

u r ei a p r l O r e V el a f r a t ri b u s G u m o m n i o ffi ei o

e a rit a ti s
･ ･

' '

( 5 3- 3)

( 和訳 : ｢ そ れ故, 来客 の 知ら せ が あ っ た ならば,

長上者と修友 は急 い で 迎え , 有ら ん 限り の 愛徳を

も っ て 奉仕す る｣)

現代 の ホ ス ピ ス に も つ な が る修道院文化 に お け

る ホ ス ピ ス と は , まさ に こ の よ う な も の で あ っ た

の だ. とく に ハ ン デ ィ を負 っ た ｢ 小さ い 人 々｣ を

迎 え る時に は , 最大限 の 配慮が必要で あ る と 『戒

- 8 -

律』 は述 べ る .

"

P a u p e r u m et p e r e g r l n O r u m m a X i m e s u s -

e e p ti o n i e u r a s o lli eit e e x bi b e a t u r , q u l a i n

●

1 p S I S m a g i s C b ri st u s s u s ei p t u r; n a n di vit u m

t e r r o r i p s e si bi e x i git b o n o r e m
''

. (53 - 15)

( 和訳 : ｢ 貧困者と旅行者を迎え る場合 に は
,

最大 の 配慮を払わね ばならな い
｡ なぜな ら

,
キ リ

ス ト を迎え る の は
, 主と し て彼等 に お い て で あ る

か らで あ る ｡ 富貴 の 来客に対し て は
, 畏れ の 念か

ら自然 に尊敬を払う こ とが で き る も の で ある｣)

そ して こ の よ う に迎え入れ た 客人 に対し て は
,

来客用 の 宿舎で
, 十分な寝具を与え, 何 一

つ 不自

由の な い よ う に世話をし
, も て なさな けれ ばなら

な い の で あ る .

u

lt e m et c ell a m h o s piti u m h a b e a t a d si g n a -

t a m でr a t e r e ui u s a n i m a n ti m o r D ei p o s sid et;

u bi si n t l e eti s t r a ti s u ffi ei e n t e r . E t d o m u s D ei

a s a pi e n ti b u s e t s a p i e n t e r a m m i n i st r et u r .

"

(53 の21 -2 2)

( 和訳 : ｢ 来客用 の 宿舎もま た
, 神に対す る畏

敬 の 念 の あ っ い 修友 に ま か せ る｡ こ こ に は 必要 に

応じ て
, 十分な寝具を備え, 神 の 家が賢明な人々

に よ っ て
, 賢明 に管理され る よ う に しな ければ な

ら な い｣)

こ の ｢ 来客用 の 宿舎｣ と は , まさ に ｢ も て な し

の 家｣ で あ る ホ ス ピ ス な の だが
,
『戒律』 の 精神

を引き継ぐ修道会 で は
, 今もとく に訪問者 (来客)

の 接待を重視す る伝統が生き て い る. そ うした修

道会 の
一

つ に
, 厳律 シ ト 一 会 ( 通称 で は ト ラ ピ ス

ト修道会) があ る
.

こ こ で
, 筆者が北海道 の ト ラ ビ ス チ ヌ 修道院 の

客舎 に 泊め て もら っ た時 の 体験を少し述 べ て おき

た い
.

もう1 5 年く ら い 前に な る だ ろ うか. ク リ ス マ ス

が近づ い た雪 の 降る寒 い 日 だ っ た
. 筆者 は函館市

街を 一 望で き る ト ラ ビ ス チ ヌ 修道院 の 客舎を訪問

した . そ し て そ こ で 5 日間ほ どを過 ご し た の で あ

る が , 初め て 部屋 に 通 され た 時 の こ と を忘れ る こ

と が で き な い
. 既 に部屋 は程よ く暖房が し て あ っ

た . あた り は静寂が支配 して い た . そ の 部屋 に入 っ

た時, そ こ の 温 か さ と と も に
, そ れま で 硬く か ら

み つ い て い た 心 の 糸が ほ ぐれ て い く よ う な 感覚に
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捕われた . あ らゆるも の が溶け て い く よ う に
, 体

と心 に安 らぎが染み込 ん で きた の で ある . 滞在期

間中, 筆者 は修道院 の 手作り の 料理 で もて なされ,

夜は よ く メ
ー ク し て あ っ た ベ

ッ ドで 憩 っ た . あ の

時 の 感覚を今も忘れ る こ とが で き な い . そ し て客

舎に い とま を告げた時, 自分が知らな い 間に癒さ

れて い た の に気づ い た の で あ る .
そ の 時, 筆者 は

｢ も て なし の 家｣ と し て の ホ ス ピ ス が い か な る場

所 で ある の か
,

ま た
,

ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ド なる

精神が い かな る も の な の かを身をも っ て 悟 っ た の

で あ る . あ の 日,
ト ラ ビス チ ヌ の 心地よ い ベ

ッ ド

に身を置 い て以来, ｢ 安ら ぎと癒 し の 場と し て の

床｣ の 概念 は , 筆者 の 脳裏を駆け巡 る主要な テ ー

マ の
一 つ とな っ た の で あ る

.

｢ 臨床｣ の 真の 意味を求めて
- まと め にか

えて

以上 の よ う に
,

弱き者, 困難 に遭遇す る人々等,

｢ 小さ い 人々｣ へ の 実践的愛を
,
｢ も て な し｣ を通

し て説く聖書 の 思想 は ,

ベ ネ デ ィ ク ト ウ ス 『戒律』

の 中で 花開き
,

ホ ス ピ ス 等 の 豊かな修道院文化を

も たらして い っ た. そ の 文化を通 して
,

西洋 の 看

護史に名を連ね る 無数 の 英雄的男女が生み 出され,

やが て ケ ア リ ン グ の 土壌 は ナ イ テ ィ ン ゲ ー ル か ら

現代 へ と引き継がれ て い っ た
.

近代 に な っ て
, 自然科学を基盤 に した 医学が勝

利を収め て か らも な お, 西洋 の 社会と医療風土 の

中に は
,

ケ ア リ ン グ ･ マ イ ン ド な る精神が染み 込

み 続けて い る. そ れ に対して
,

わが国 の 医療 は そ

の 近代化 の 中で
,

そ れ を切り取 っ た形で 発展して

い っ た
.

そ れが結果と して 看護 の 軽視を もた ら し
,

さ ら に
, 機械化 の 彼 の 中で

, 触れ 合 い の 希薄 な今

日 の 看護状況を生み 出して しま っ た の で あ る
.

そ

の 結果 が どう な っ た の か は
, 始め に述 べ た 通 り で

あ る .

我が国で も , 古代か ら中世期 に か けて は
, 仏教

を基盤 と して 看護 の 文化 が 開花 した
一 時期もあ っ

た の だ . そ れ が い っ の 問に か衰退 し
,

世 の 中は す

さ ん で い っ た
.

そ して
, 幾多 の 試練を経て近代化

を成し遂げ た 暗も
,

こ の 国で は 心 の 世界 は 忘れ ら

れ が ち で あ っ た .

しか し今日
,

冒頭 で述 べ た よ う に
, 確か に時代

の 波 は変化して い る . 戦後 一 時期 の 繁栄を支え た

経済 は崩壊し
,

こ れま で 通用 した シ ス テ ム も機能

し よ うと は しなく な っ て い る
.

だが
,

一

方 で , 崩

壊やすさ み の 向 こ う に
, 新し い 光を求め て 叫ぶ人々

の 声も聞 こ え始め て い る の で あ る .

今後,
こ の 社会はど こ に向か う べ きな の だろう

か
.

とく に 看護 は ど こ に目線を向け て い く べ き な

の だろうか . 答え は明確 で ある. そ れ に は , 本稿

で考察した ｢ もて なし｣ の 精神を看護実践 の 中で

実施 して い く こ と以外に は な い だろう . そ し て ま

ずは, ｢ 床｣ の シ ン ボ リ ッ ク な意味を踏ま え て
,

臨床 ( - ｢ 床｣ に 臨む) の 場を ｢ 安ら ぎと癒 し の

場｣ へ と再構築 して い く こ と に あ る の だ.
こ れ は

換言すれば
,

こ の 国に おけ る ケ ア リ ン グ ( 看護)

文化 の 再建で あり,
そ れが精神文化 の 再建を もも

た らして い く も の と信じ た い
.

そ して 今,
こ の 役

割を担え る の は
,

ケ ア リ ン グ の 意味 に関心を持ち

始め た看護師達を除 い て は他に い な い だ ろう. 今

よ うやく看護 の 時代すなわ ち ケ ア リ ン グ の 時代が

到来 した .

( 注1) 人祖 ア ダ ム と エ ワ が神に背 い て 罪を犯 し

て から, 神罰と して 死が人間 の 世界 に も た ら

されたと聖書に は記され て い る ( 創世記 3 章) .

( 注2) 『戒律』 の 日本語訳 は北海道上磯 の ト ラ

ピ ス ト修道院所蔵 の も の を用 い た .
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